
は
じ
め
に

宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
十
二
月
、
京
都
の
西
本
願
寺
で
一
人
の
浄
土
真
宗
の

僧
侶
に
よ
る
教
え
が
「
邪
説
」
と
判
定
さ
れ
た
。
僧
侶
の
名
は
円
空
と
い
う
。
当

時
、
こ
の
円
空
は
人
々
か
ら
長
門
老
僧
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
齢
は
六
十
を
超
え
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
出
身
地
は
、
長
門
国
豊
浦
郡
阿
川
村
（
山
口
県
下
関
市

豊
北
町
阿
川
）
で
、
善
照
寺
と
い
う
真
宗
寺
院
の
弟
子
教
誓
の
新
発
意
（
息
子
）

で
あ
っ
た
。
円
空
は
こ
の
一
件
の
起
こ
る
二
十
年
前
に
、
萩
松
本
町
（
山
口
県
萩

市
）
の
明
光
寺
の
弟
子
と
な
っ
た
が
、
寺
院
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て

旅
先
の
各
地
で
説
い
た
教
え
が
、
異
義
（
浄
土
真
宗
に
お
け
る
異
端
的
教
え
）
で

あ
る
と
の
風
説
が
起
こ
り
、
本
山
か
ら
尋
問
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
円
空
の
異
義
に
つ
い
て
は
、『
長
州
円
空
法
義
邪
僻
批
判
記
録
』
と
い
う
本

＊
１

山
に
お
け
る
審
問
記
録
が
残
る
。
こ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
円
空
に
は
『
疑
雲
永
晴

弁
』『
浄
土
略
要
抄
』
と
い
う
著
書
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら

＊
２

現
存
を
確
認
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、『
長
州
円
空
法

義
邪
僻
批
判
記
録
』（
以
下
、『
長
州
記
』
と
す
る
）
と
、
本
山
か
ら
諸
国
の
末
寺

＊
３

へ
出
さ
れ
た
書
状
を
記
録
し
た
『
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
』
が
、
現
状
で
は
基
本

史
料
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
基
づ
き
、
円
空
の
異
義
の
性
格
と
、

そ
れ
が
成
立
し
た
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず

は
そ
の
前
に
、
研
究
史
を
整
理
し
て
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

円
空
の
異
義
に
つ
い
て
は
、
真
宗
教
学
史
の
立
場
か
ら
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。

早
く
は
鈴
木
法
�
が
、『
長
州
記
』
に
よ
り
な
が
ら
、
円
空
の
異
義
の
本
質
を
、
正

定
（
浄
土
へ
の
往
生
が
定
ま
る
こ
と
）
と
滅
度
（
悟
り
に
達
し
成
仏
す
る
こ
と
）

を
一
益
（
同
一
）
と
す
る
、
一
如
義
（
一
如
秘
事
）
に
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、

そ
の
説
は
本
山
学
林
第
四
代
能
化
法
霖
の
学
説
を
誤
解
し
た
も
の
で
あ
る
と
位
置

づ
け
た
。
ま
た
、
円
空
の
審
問
を
担
当
し
た
学
林
の
道
粋
・
泰
巌
ら
が
、
三
業
惑

乱
の
発
端
と
な
る
功
存
の
『
願
生
帰
命
弁
』
に
疑
問
を
抱
き
つ
つ
追
及
し
な
か
っ

た
の
は
、
円
空
糾
弾
の
反
作
用
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
正
定
と
滅
度
を
一
益

と
し
指
方
立
相
説
（
西
方
浄
土
の
実
在
説
）
を
方
便
と
み
る
円
空
と
、
浄
土
へ
の

往
生
を
欲
す
る
こ
と
を
信
心
の
核
心
と
み
る
功
存
と
で
は
、
正
反
対
の
異
義
だ
か

旅
僧
と
異
端
信
仰

―
長
門
円
空
の
異
義
摘
発
事
件
―

＊
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＊
４

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
そ
の
後
も
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
大
原
性
実
も
円

空
を
法
霖
の
誤
解
者
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
円
空
の
事
件
は
三
業
惑
乱
の
前
奏
曲

＊
５

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
が
「
宝
暦
以
来
、
安
心
異
諍
、
起
二
于
各
処
一
、
無
智
徒
或

＊
６

泣
二
両
岐
一
、
今
春
来
最
為
レ
甚
、」
と
記
し
た
よ
う
な
、
三
業
惑
乱
に
い
た
る
異
安

心
事
件
の
続
発
状
況
の
嚆
矢
と
し
て
、
こ
の
事
件
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
言

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
真
宗
教
学
史
の
文
脈
の
中
に
、
円
空
の
事
件
の
影
響
を
み

る
立
場
は
、『
妙
好
人
伝
』
の
研
究
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
真
宗
の
篤

信
者
の
伝
記
『
妙
好
人
伝
』
初
編
の
編
者
で
あ
る
仰
誓
は
、
円
空
の
教
え
を
信
じ

た
人
々
を
回
心
さ
せ
る
た
め
に
赴
任
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
石
見
に
移
り
住

ん
で
い
た
。
こ
の
こ
と
を
う
け
て
、
佐
々
木
倫
生
は
、
仰
誓
が
自
ら
編
ん
だ
『
真

宗
小
部
集
』
か
ら
『
妙
好
人
伝
』
を
外
し
、
出
版
も
見
合
わ
せ
た
理
由
を
、『
妙
好

＊
７

人
伝
』
が
同
行
善
知
識
の
思
想
を
円
空
の
教
え
と
同
様
に
内
包
し
て
い
た
か
ら
で

＊
８

あ
る
と
推
定
し
た
。
仰
誓
が
自
ら
の
立
場
を
異
義
者
円
空
の
思
想
と
混
同
さ
れ
る

の
を
避
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
真
宗
の
教
学
史
に
円
空
を
位
置
づ
け
る
研
究
に
お
い
て
は
、
彼

の
教
え
の
異
義
た
る
理
由
の
考
察
と
、
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
教
学
の
動
向
へ
の

影
響
に
、
視
野
が
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
円
空
の
事

件
に
直
接
触
れ
た
研
究
は
、
こ
の
分
野
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で

あ
る
。
一
方
、
歴
史
学
一
般
の
立
場
か
ら
は
、
円
空
の
事
件
を
分
析
し
た
研
究
は

な
い
も
の
の
、
真
宗
に
お
け
る
異
端
信
仰
を
、
民
衆
思
想
史
的
見
地
か
ら
位
置
づ

け
よ
う
と
す
る
研
究
は
な
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
安
丸
良
夫
は
、
真
宗
教
団
に
お
け
る
代
表
的
な
異
端
で
あ
る
秘
事
法

門
に
つ
い
て
、
仏
と
な
っ
た
自
分
の
心
を
究
極
の
権
威
と
し
、
既
成
の
教
説
も
教

団
も
否
定
し
て
い
た
と
す
る
一
方
で
、
異
端
と
し
て
は
未
成
熟
に
終
わ
っ
た
と
評

＊
９

価
し
た
。
そ
し
て
、
近
世
に
お
け
る
宗
教
的
異
端
の
未
成
熟
は
、「
集
権
的
封
建
制

と
し
て
の
幕
藩
制
の
構
造
的
特
質
の
一
端
を
も
の
が
た
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

安
丸
に
よ
る
評
価
の
特
徴
は
、
幕
藩
体
制
と
も
天
皇
制
国
家
と
も
異
な
る
社
会
体

制
を
民
衆
が
独
自
に
構
想
す
る
場
合
、
宗
教
的
形
態
を
と
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
っ

た
と
い
う
考
え
を
前
提
に
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
形
成
と
い
う
観
点
を
重
視
し
た
こ
と

に
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
安
丸
の
指
摘
を
受
け
て
、
本
格
的
に
近
世
真
宗
に
お
け
る
異
端
的

教
説
（
異
義
）
の
分
析
を
進
め
た
の
が
大
桑
斉
で
あ
っ
た
。
大
桑
は
、
法
（
救
済

原
理
）
と
機
（
救
済
対
象
）
の
関
係
を
俎
上
に
載
せ
、
異
義
を
蓮
如
型
（
Ⅰ
）、
安

心
決
定
鈔
型
（
Ⅱ
）、
地
獄
秘
事
型
（
Ⅲ
）
の
三
類
型
に
区
分
し
た
。
そ
の
上
で
、

往
生
正
覚
同
時
説
に
立
ち
人
と
弥
陀
と
の
一
体
を
前
提
と
す
る
Ⅱ
及
び
Ⅲ
型
の
異

義
も
、
幕
藩
体
制
の
思
想
構
造
を
越
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
異
端
の
質

に
限
界
が
あ
っ
た
と
し
＊
１０た
。
円
空
の
異
義
を
、
あ
え
て
大
桑
の
立
て
た
類
型
に
当

て
は
め
る
な
ら
ば
、
Ⅲ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
＊
１１う
。

安
丸
が
幕
藩
体
制
に
と
っ
て
の
異
端
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
足
飛
び
に
真
宗
の

異
義
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
大
桑
は
、
真
宗
教
団
に
と
っ
て
の
異
端
と
、

体
制
に
と
っ
て
の
異
端
と
の
関
係
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
と
言
え
る
。
ま
た
、

仏
な
ど
（
弥
陀
、
神
等
々
）
の
根
源
的
原
理
の
人
心
へ
の
内
在
を
説
き
、
こ
の
原

理
の
普
遍
性
を
前
提
に
し
て
、
仏
教
諸
宗
派
や
儒
教
・
神
道
な
ど
の
教
え
の
本
質

的
一
致
と
、
真
宗
を
含
め
た
仏
教
諸
宗
派
の
個
別
的
存
立
を
主
張
す
る
思
想
を
、

幕
藩
制
に
お
け
る
正
統
と
し
て
大
桑
は
位
置
づ
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
真
宗
の
教

学
に
つ
い
て
は
、
通
仏
教
的
な
普
遍
性
を
追
求
す
る
志
向
と
、
宗
派
の
教
学
の
自

律
性
を
追
求
す
る
志
向
が
、
互
い
に
入
れ
替
わ
り
つ
つ
登
場
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、

法
霖
の
教
学
を
、「
真
宗
教
学
の
自
律
性
に
お
い
て
大
乗
仏
教
に
包
摂
せ
ん
と
す
る

も
の
」
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
＊
１２る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
法
霖
の
誤
解
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
円
空
の
思
想
を

検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
教
団
に
お
け
る
正
統
・
異
端
と
、
体
制
的
な
正
統
・

異
端
と
の
関
係
如
何
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
具
体
的
な
事
件
の
分
析
か
ら
、
教
団
に
お
け
る
正

統
教
学
と
異
端
双
方
の
成
立
の
条
件
、
そ
し
て
そ
の
条
件
と
近
世
社
会
に
お
け
る

正
統
と
異
端
と
い
う
問
題
と
の
関
係
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
教
学
史
的
あ
る
い

は
思
想
史
的
な
分
析
に
終
始
し
た
た
め
に
、
抽
象
的
で
曖
昧
な
説
明
に
留
ま
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
円
空
の
異
義
摘
発
事
件
に
お
け
る

審
問
と
異
義
そ
の
も
の
の
性
格
を
再
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
事
件
の
経
緯
の
解
明
を

通
じ
て
、
異
端
が
成
立
す
る
具
体
的
な
社
会
的
条
件
を
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章

円
空
の
異
義
の
審
問

第
一
節

審
問
と
正
統
性
の
基
準

ま
ず
、
円
空
が
本
山
に
お
い
て
審
問
さ
れ
る
に
い
た
る
経
緯
を
見
て
お
く
（
別

掲
年
表
も
参
照
）。
宝
暦
十
年
十
月
二
十
五
日
、
本
山
か
ら
石
見
国
佐
波
浄
土
寺

（
島
根
県
美
郷
町
粕
淵
）
に
対
し
、
円
空
の
所
在
を
調
査
す
る
よ
う
指
示
が
下
＊
１３る
。

同
じ
頃
、
石
見
国
浜
田
の
真
光
寺
に
対
し
て
も
、
同
様
の
問
い
合
わ
せ
が
学
林
所

属
の
泰
巌
か
ら
な
さ
れ
＊
１４た
。
そ
の
結
果
、
円
空
が
「
御
旧
跡
順
拝
」
の
た
め
に
関

東
に
赴
き
常
州
銚
子
に
逗
留
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
本
山

は
、
同
年
十
一
月
十
八
日
、
石
見
国
矢
上
村
西
善
寺
空
観
と
同
国
宇
野
村
順
興
寺

弟
子
慶
秀
を
、
円
空
探
索
の
た
め
に
常
州
に
派
遣
し
た
。
し
か
し
、
京
都
を
旅
立
っ

た
空
観
ら
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
山
科
で
円
空
一
行
と
偶
々
出
会
い
、
京
都
に
戻

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
円
空
ら
は
、
本
願
寺
の
寺
内
町
に
宿
泊
す
る
こ
と

に
な
り
、
本
山
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
＊
１５た
。

十
一
月
の
親
鸞
忌
の
行
事
が
終
わ
っ
た
後
、
十
二
月
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
、

円
空
と
随
行
し
て
い
た
合
妙
と
妙
信
と
い
う
二
人
の
尼
、
及
び
品
浄
と
い
う
僧
侶

に
対
し
、
尋
問
が
行
わ
れ
た
。
特
に
円
空
に
対
し
て
は
、
一
日
と
四
日
の
二
度
に

わ
た
り
、
教
義
に
関
す
る
審
問
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
日
に
は
、
合
妙
、
妙
信
、

品
浄
の
供
述
書
と
、
石
見
国
の
末
寺
か
ら
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
四
日
に
は
、

審
理
中
に
円
空
の
荷
物
か
ら
発
見
さ
れ
た
『
疑
雲
永
晴
弁
』
に
基
づ
い
て
、
学
林

の
看
護
道
粋
、
僧
僕
、
泰
巌
が
厳
し
く
審
問
し
、
円
空
に
自
説
の
非
を
認
め
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
＊
１６た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
、
ま
ず
道
粋
ら
が
ど
の
よ
う
な
基

準
で
円
空
の
教
義
の
異
端
性
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
見
て
お
く
。

第
一
に
道
粋
ら
が
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
当
時
は
蓮
如
作
と
さ
れ
て
い
た

改
悔
＊
１７文
に
基
づ
く
真
宗
教
義
の
理
解
（
領
解
）
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
誓
願
を
信
じ
て
阿
弥
陀
如
来
に
救
済
を
頼
み
（
一
念
帰
命
）、
信

じ
た
上
は
自
ら
の
浄
土
へ
の
往
生
は
決
ま
っ
た
も
の
と
了
解
し
（
往
生
治
定
）、
後

は
御
恩
報
謝
の
た
め
に
念
仏
を
唱
え
る
と
い
う
領
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
確
認

が
必
要
で
あ
っ
た
の
は
、
円
空
が
改
悔
文
の
領
解
を
一
往
の
勧
化
（
教
え
）
と
し
、

再
往
の
深
趣
と
称
し
て
別
義
を
立
て
て
い
る
と
い
う
疑
義
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
真
宗
の
異
義
は
円
空
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
し
ば
し
ば
問

題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
審
問
者
の
一
人
で
あ
る
泰
巌
は
、『
真
宗
紫

朱
＊
１８弁
』『
続
紫
朱
＊
１９弁
』
を
著
し
、
宝
暦
六
年
七
月
に
「
執
信
廃
行
之
邪
＊
２０義
」
を
摘
発
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と
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さ
れ
た
大
坂
天
満
妙
安
寺
慈
吟
の
法
義
を
批
判
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
す
で
に
貞

享
三
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
一
往
再
論
』
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
慈
吟
及

び
『
一
往
再
論
』
に
特
徴
的
な
異
義
は
、
泰
巌
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
点
に
あ
っ

た
。

行
者
ノ
機
ニ
一
念
弥
陀
ヲ
タ
ノ
ミ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
後
ハ
、
如
来
ニ
マ
カ
セ
マ

イ
ラ
セ
ヌ
ル
身
ナ
レ
ハ
、
地
獄
ニ
ヲ
チ
ン
ト
モ
、
ス
ヘ
テ
行
者
ノ
方
ニ
兎
角

オ
モ
フ
ヘ
キ
ヤ
ウ
ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ
＊
２１リ

つ
ま
り
、
一
念
帰
命
は
認
め
る
が
、
行
者
（
信
者
）
が
往
生
治
定
と
領
解
す
る

こ
と
は
放
棄
し
、
往
生
で
き
る
か
ど
う
か
の
判
断
も
阿
弥
陀
如
来
に
任
せ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
石
見
の
末
寺
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
円
空
の
教
え

も
、
往
生
治
定
と
の
領
解
を
否
定
し
、「
一
定
共
不
定
共
機
辺
に
思
ひ
構
へ
る
事
な

く
、
唯
如
来
に
任
せ
た
る
所
、
即
他
力
の
安
心
な
＊
２２り」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
考
え
に
つ
い
て
、
泰
巌
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

タ
ヽ
何
ト
モ
ナ
キ
コ
ヽ
ロ
ニ
ナ
リ
テ
、
領
解
ト
モ
報
謝
ト
モ
オ
モ
ハ
ヌ
ト
コ

ロ
ヲ
、
領
解
モ
機
ニ
ハ
ト
ヽ
マ
ラ
ス
、
領
解
ス
レ
ハ
仏
願
ノ
体
ニ
カ
ヘ
ル
等

ト
ノ
玉
フ
ト
解
ス
ル
コ
ヽ
ロ
ナ
ル
歟
、
モ
シ
シ
カ
ラ
ハ
甚
シ
キ
妄
解
ト
イ
フ

モ
ノ
ナ
リ
、
コ
レ
ハ
一
念
不
生
ノ
趣
ヲ
ア
シ
ク
キ
ヽ
テ
、
今
家
ノ
安
心
ニ
混

乱
シ
ヤ
ウ
ニ
見
ヘ
タ
＊
２３リ

往
生
治
定
と
の
領
解
を
計
ら
い
と
見
な
し
、
計
ら
い
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
安
心

を
見
い
だ
す
教
え
を
、
泰
巌
は
お
そ
ら
く
禅
や
華
厳
な
ど
の
他
宗
派
の
影
響
と
み

て
、
む
し
ろ
自
力
に
偏
向
し
た
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

円
空
に
対
す
る
尋
問
に
お
い
て
も
、「
言
説
を
離
れ
て
一
実
真
如
海
の
処
に
叶
ふ
を

再
往
の
安
心
門
と
す
る
事＊
２４」
が
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
み
て
く
る
と
、
念
仏
禅
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
計
ら
い
を
去
る
工
夫
と
し

て
称
名
の
念
仏
を
導
入
す
る
志
向
が
、
真
宗
の
内
部
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
に
対
し
、
教
団
側
は
、
改
悔
文
に
結
晶
し
た
蓮
如
教
学
に
基
づ
き
、
異

義
と
し
て
排
斥
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

円
空
に
対
す
る
審
問
に
お
い
て
第
二
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
正
定
と
滅
度
を

一
益
と
す
る
か
ど
う
か
、
指
方
立
相
説
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
が
本
格
的
に
追
及
さ
れ
た
の
は
、『
疑
雲
永
晴
弁
』
が
発
見
さ
れ
た
後
の
十

二
月
四
日
で
、
円
空
の
思
想
の
核
心
に
触
れ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
も
、
蓮
如
の
教
学
に
準
拠
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
判
定
の
基
準
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
蓮
如
は
、
現
世
に
お
い
て
は
信
心
獲
得
に
よ
り
浄
土
へ
の
往
生
が
定

ま
る
身
と
な
り
（
正
定
）、
死
後
に
浄
土
に
お
い
て
仏
果
を
得
る
（
滅
度
）
と
い
う

よ
う
に
、
段
階
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
正
定
と
滅
度
を
区
別
し
て
い
た
。
こ
れ

に
対
応
し
て
、
死
後
に
往
生
す
る
世
界
で
あ
る
西
方
浄
土
の
実
在
を
い
う
指
方
立

相
説
が
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
円
空
の
所
説
は
、
こ
の
世

に
お
い
て
他
力
の
安
心
を
得
た
そ
の
時
に
、
悟
り
の
境
地
に
達
す
る
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
境
地
に
到
達
し
た
当
の
人
間
に
お
い
て
は
現
世
が
浄
土
と
な
り
え
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
＊
２５る
。

そ
し
て
、
審
問
に
お
い
て
第
三
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
僧
侶
に
よ
る
勧
化
を

否
定
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
蓮
如
教
学
に
も
と
づ
い
た
僧
侶

の
教
え
は
一
往
の
も
の
で
あ
り
、
真
実
の
教
え
は
在
家
同
行
の
会
合
を
通
じ
て
し

か
接
し
得
な
い
、
あ
る
い
は
善
知
識
は
在
家
の
人
に
限
る
と
、
円
空
は
説
い
て
い

た
よ
う
で
あ
＊
２６る
。
こ
の
説
は
、
教
団
に
よ
り
一
定
の
資
格
を
認
め
ら
れ
た
僧
侶
に

教
化
者
を
限
定
す
る
と
い
う
方
針
に
抵
触
す
る
と
と
も
に
、
教
団
が
正
統
と
す
る

教
え
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
危
険
を
は
ら
む
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

右
に
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
現
世
に
お
い
て
仏
果
を
得
る
こ
と

【表】円空異義一件関連年表
事項

円空、長門国豊浦郡阿川村善正寺弟子教誓の新発意として生まれる。
円空、萩・明光寺弟子となる。
円空、安芸国山県郡大朝村甚兵衛の鉄穴・鈩を見物に訪れる。甚兵衛と妻（合妙）、及び石見国鍋川村
（ママ）林兵衛と妻（妙信）と会う。
円空、石見国日貫村善斎・同国白津野村（ママ）浄順と共に、京都高島屋庄兵衛方に止宿する。
安芸国沼田郡相田村正伝寺地中妙林寺超音新発意品浄、旧跡巡拝のために国元を出発する。
大朝村甚兵衛夫婦、鍋川村林兵衛夫婦、本山に参詣し、本願寺内北小路了碩方で円空と出会う。両夫は
妻たちを尼とし円空及び坊守妙了とともに旧跡巡拝に赴かせる。
石見国白津野村浄順、旧跡巡拝に赴く。同国日貫村善斎は帰国。
円空の坊守妙了が江戸築地で病死する。
円空、近江国小川弘誓寺に宿泊し『御旧蹟順拝記』（乗明→允譲）を貰う。
安芸国妙林寺超音新発意品浄、京都に到着。
妙林寺新発意品浄、京都を出発。
品浄、水戸上町信願寺で、水戸の孫右衛門と鎌倉永照寺客僧から、長門老僧が尼を同道して参詣したと
いう噂を聞く。
円空、旧跡巡拝中、銚子宝満寺で講談する。また、駿河国教学寺に立ち寄る。
本山から石見国佐波浄土寺に対し、円空の住所を尋ねる書状を遣わす（『諸』）。
名古屋の東（派）御坊で、品浄と円空らが出会う。その後、共に京都に向かう途中、萩原で品浄は円空
から『疑雲永晴弁』を見せられる。
本山、石見国矢上村西善寺空観、同国宇野村順興寺弟子恵秀を、円空探索のために常州方面へ派遣する。
山科で円空一行と出会い、共に京都に戻る。
本願寺寺内町の役所が、円空一行４人の生国、同伴の所由を調査。
本山より、道粋・僧僕・泰巌、円空の法義について審問を命じられる。
道粋・僧僕・泰巌、妙林寺超音新発意品浄を審問する。
道粋・僧僕・泰巌、円空の審問を開始する。円空、口書請印提出。また『疑雲永晴弁』が宿より発見さ
れる。
道粋・僧僕・泰巌、本山役人に前日の審問の結果を書付にして提出。町役所において、所持品などにつ
いて４ヶ条の尋問を円空に対し行う。
道粋・僧僕・泰巌、石州法中からの報告書、『疑雲永晴弁』に基づき作成した疑義１６ヶ条により円空を
詰問した結果、円空が非を認める。
円空を禁固に処すべきところ、病気のために町役所へ預ける。
本山、円空の教化を受けた者たちが改派しないよう、石見国各領に各触頭寺院を通じて要請する（『諸』）。
本山、円空の法義が邪説であることを石見一国に通達し、各寺院に請印提出を命ずる（『諸』）。
本山、円空を萩明光寺に引き取らせるべき旨、長門国清光寺・明光寺へ通達する（『諸』）。
本山、津和野藩寺社役人に、改派を防止する件について依頼状を出す（『諸』）。
本山、明覚寺（仰誓）を使僧として石見国に遣わすのを延期する（『諸』）。
本山、円空法義の件につき、明覚寺（仰誓）を使僧として遣わす旨を石見国の寺院・門徒に通達（『諸』）。
長州藩、円空の処遇を禁牢とすることを決定（『諸』、『萩市史』）。
本山、円空の身柄を長門へ送る（『諸』）。
円空が長門国萩に到着。直ちに野山屋敷へ籠舎となる（『諸事小々控』）
本山、明覚寺（仰誓）の巡回順が先例と異なることについて、了解を求める書状を石見国の寺院に送る
（『諸』）。
本山、円空の法義が安芸国にも広がっていることが分かり、明覚寺（仰誓）を差し向ける旨、安芸国仏
護寺に伝える（『諸』）。
本山、回心の村々から納められた冥加銀１２５匁１分を受け取った旨、石見国稲用村浄土寺へ書状を出す
（『諸』）。
本山、長崎御坊随専寺へ、石州浜田領西善寺弟空観が天草において直応という僧が邪義を勧めていると
の告発をしていることを伝える（『諸』）。
道粋・泰巌・仰誓、本山の命により空観を審問する。学林で三夏以上履修しない内に自国・他国で唱導
を行った点、肥後天草の事件に関し虚言を申立てた件を咎める。同、１３日に処断（『学』）。
本山、石見国矢上村西善寺新発意空観の不埒を理由に法談停止を命じ、西善寺に伝える（『諸』）。
本山、常陸国・下総国の寺院・門徒に、円空法義取り締まりのために学林上座大道を遣わす旨を伝える
（『諸』）。
本山、石見国邑智郡市木村浄泉寺の住職に仰誓を任ずる（『諸』）。
安芸国奧山県の僧侶が円空の法義により教化を行っていたのを、大瀛が論破したという（『奧』）。
善正寺鐘道、安芸国山県郡北部で円空の法義に由来する教化を行っていた僧侶たちと論争し、回心させ
る（『奧』）。
安芸国豊田郡忠海村明泉寺護命により、奧山県の秘事の取り調べが行われ、秘事信仰者が処罰される
（『安』）。

典拠は特に断らない場合は、『長州記』（龍谷大学附属図書館所蔵）に拠る。
『諸』は『諸国所々江遣書状留』（本願寺史料研究所所蔵）
『学』は『学黌万検雑牘』（『龍谷大学三百五十年史』史料編１）
『奧』は『奧山県秘事弁破録』（『加計町史』資料編Ⅱ）
『安』は『安政山県秘事義記』（『千代田町史』近世資料編（下）、千代田町、１９９０年）
『諸事小々控』は山口県立文書館毛利家文庫蔵

月日

１１月
正月５日

３月

正月
２月１３日
５月
６月１日
６月８日

８月中旬

不明
１０月２５日

１１月１０日

１１月１８日

１１月２０日
１１月２９日
１１月晦日

１２月１日

１２月２日

１２月４日

１２月５日
１２月２５日
１月１４日
２月２８日
３月１７日
６月１８日
８月２日
８月９日以前
９月２０日
１０月７日

１１月１４日

１２月１１日

４月２日

１１月４日

３月８日

３月２３日

３月１５日

５月１１日

２月１７日～２４
日
１２月３日～２６
日

年代
１７００年頃か
１７４０年頃

宝暦６～７年

宝暦８年

宝暦９年

宝暦１０年

宝暦１１年

宝暦１２年

宝暦１３年

宝暦１４年

寛政年間

文化９年

安政４年
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を
め
ざ
す
通
仏
教
的
な
志
向
に
基
づ
き
、
教
団
の
説
く
真
宗
の
教
え
を
相
対
化
し

て
し
ま
お
う
と
す
る
円
空
に
対
し
、
蓮
如
教
学
に
も
と
づ
き
真
宗
教
学
の
自
律
性

を
確
保
し
よ
う
と
す
る
道
粋
ら
が
相
対
峙
し
た
と
い
う
、
審
問
に
お
け
る
構
図
が

浮
か
び
上
が
る
。
こ
れ
に
加
え
、
僧
侶
身
分
に
よ
る
教
化
の
独
占
（
聖
俗
分
離
）

を
め
ぐ
る
せ
め
ぎ
合
い
が
、
単
な
る
教
学
上
の
問
題
で
は
な
い
か
た
ち
で
生
じ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
円
空
の
社
会
的
位
置
の
問
題
が
あ
る

の
で
、
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節

円
空
の
答
弁

前
節
で
は
、
主
に
審
問
者
に
よ
る
異
義
判
定
の
基
準
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
円
空
の
答
弁
に
み
ら
れ
る
特
徴
を
指
摘
し
て
お
く
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
円
空
の
異
義
に
は
、
改
悔
文
の
領
解
を
一
往
の
勧
化
と
し

て
相
対
化
し
、
再
往
の
深
趣
を
設
け
る
と
い
う
要
素
（
以
下
、
一
往
再
往
論
と
略

す
）
が
あ
っ
た
。
こ
の
要
素
に
は
、
蓮
如
教
学
を
通
仏
教
的
な
理
論
に
よ
り
相
対

化
す
る
と
い
う
機
能
が
原
理
論
の
上
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
審
問
に
対
す
る
応

答
な
ど
を
見
る
と
、
こ
の
一
往
再
往
論
に
は
別
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

円
空
は
、
改
悔
文
の
領
解
と
は
別
に
、
再
往
の
深
趣
を
立
て
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
詰
問
さ
れ
て
、
自
ら
の
領
解
は
改
悔
文
の
通
り
に
相
違
な
い
と
答
え
て
い
る
。

ま
た
、
石
見
の
末
寺
か
ら
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
円
空
は
自
ら
の
信
奉
者
に
対
し
、

「
若
人
あ
り
て
了
解
は
如
何
と
尋
る
事
あ
ら
バ
、
平
生
出
言
す
る
改
悔
を
述
べ
し
」

と
説
い
て
い
＊
２７た
。
つ
ま
り
、
円
空
と
そ
の
信
者
の
間
で
は
、
外
部
に
対
し
て
表
向

き
は
改
悔
文
を
信
奉
し
て
い
る
よ
う
に
装
う
戦
略
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
戦
略

を
支
え
る
論
理
と
し
て
一
往
再
往
論
は
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
戦
略
は
、
異
義
の
発
覚
を
免
れ
る
の
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
よ
う
で

あ
り
、
事
実
、
円
空
の
異
義
が
存
続
し
た
地
域
で
あ
る
安
芸
国
山
県
郡
の
北
部
で

は
、
文
化
年
間
の
事
件
の
際
に
も
摘
発
す
る
側
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い＊
２８た
。
こ
う
な

る
と
、
円
空
の
信
者
た
ち
は
、
教
団
の
説
く
教
え
を
内
心
で
は
否
認
し
つ
つ
も
、

表
向
き
は
教
団
の
内
部
に
留
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
一
往
再
往
論
の
機
能
と
し
て
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
教
団
の

説
く
改
悔
文
の
領
解
に
よ
り
往
生
で
き
る
も
の
と
安
堵
し
て
い
る
一
般
の
真
宗
門

徒
に
対
す
る
効
果
で
あ
る
。
円
空
は
「
御
助
一
定
往
生
治
定
と
了
解
す
る
ハ
増
上

慢
に
し
て
信
心
に
は
非
ず
」
と
説
い
て
い
た
と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
言
葉
を

聞
い
て
「
報
土
往
生
ハ
叶
ひ
難
し
」
と
嘆
く
人
々
に
対
し
て
は
、「
其
称
名
相
続
の

ま
こ

中
に
真
と
の
信
心
開
発
す
る
事
」
を
勧
め
て
い
た
と
い
＊
２９う
。
と
す
る
と
、
円
空
の

言
葉
を
聞
く
と
往
生
に
自
信
を
持
て
な
く
な
る
門
徒
こ
そ
が
、
円
空
の
教
化
の
主

な
対
象
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

円
空
の
答
弁
で
第
二
に
特
徴
的
な
の
は
、
正
定
と
滅
度
を
一
益
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
詰
問
に
対
し
て
、
自
説
の
根
拠
を
親
鸞
と
法
霖
の
学
説
に
求

め
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
円
空
と
審
問
し
た
三
人
と
の
間
で
は
、
次
の
よ

う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

（
円
空
）
鸞
師
も
浄
土
仮
名
人
不
一
不
異
と
の
玉
ひ
、
又
正
定
滅
度
共
に
一
影

に
誓
玉
ふ
、
故
に
正
定
滅
度
一
益
と
い
ふ
ハ
仏
辺
ニ
付
て
云
の
ミ
、（
三
人
）

土

仏
之
御
誓
願
に
必
至
滅
度
を
此
度
の
益
と
願
じ
玉
ふ
事
な
し
、
又
汝
仏
辺
に

付
て
云
と
陳
す
れ
共
、
一
念
発
起
の
場
所
ヲ
必
至
滅
度
と
機
辺
に
心
得
る
旨
、

邪
書
の
上
に
明
白
＊
３０也
、

こ
の
よ
う
に
、
正
定
と
滅
度
を
一
益
と
し
て
い
る
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
（
仏
）

に
即
し
て
の
こ
と
で
、
機
（
人
）
に
即
し
て
で
は
な
い
と
、
親
鸞
に
拠
り
な
が
ら

円
空
は
答
弁
し
て
い
＊
３１る
。
こ
れ
に
対
し
、
道
粋
ら
は
、『
疑
雲
永
晴
弁
』
を
見
れ
ば
、

円
空
が
機
に
即
し
て
正
定
と
滅
度
を
一
益
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
断

じ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
有
量
着
相
の
西
方
と
無
辺
不
思
議
の
西
方
と
い
う
名

目
を
立
て
、
指
方
立
相
説
を
方
便
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
に
対

し
て
、
円
空
は
法
霖
の
著
述
に
同
趣
旨
の
解
釈
が
あ
る
と
弁
明
し
て
い
＊
３２る
。
も
ち

ろ
ん
、
道
粋
ら
は
そ
の
解
釈
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
が
、
法
霖
の
教
学
に
そ
の

よ
う
な
傾
向
を
見
る
指
摘
も
あ
＊
３３る
。

円
空
は
旅
先
で
も
法
霖
の
『
入
出
二
門
偈
窺
班
録
』
を
講
釈
し
て
い
た
と
さ
＊
３４れ
、

法
霖
の
教
学
を
学
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
程
度
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

法
霖
の
著
述
を
流
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
独
自
の
教
え
を
構
成
し
て
い
た
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、『
入
出
二
門
偈
窺
班
録
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節

が
あ
る
。

雖
二
浄
穢
不
二
ナ
リ
ト
一
浄
穢
常
ニ
存
ス
故
ニ
有
リ
二
彼
此
土
益
一
正
定
穢
土

滅
度
浄
土
、
凡
ニ
シ
テ
而

見
レ
ハ
レ
之
ヲ
浄
穢
倶
ニ
穢
、
仏
而
見
レ
ハ
レ
之
浄
穢
倶
ニ
浄
ナ
リ
、
故
高
祖
ノ
意
往
相
ノ

中
自
有
二
利
他
教
化
ノ
果
一
、
還
相
ハ
是
其
ノ
益
＊
３５耳
、

浄
土
と
穢
土
（
此
土
）
の
区
別
は
確
か
に
あ
る
も
の
の
、
仏
か
ら
見
れ
ば
浄
穢

は
不
二
で
い
ず
れ
も
浄
土
で
あ
る
と
言
う
よ
う
な
、
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
と
成
仏
に

即
し
て
、
浄
土
と
穢
土
、
自
利
と
利
他
の
不
二
融
即
を
述
べ
る
言
葉
は
、
同
書
に

散
見
す
る
。
審
問
に
お
け
る
円
空
の
答
弁
は
、
仏
の
側
に
即
し
て
、
正
定
と
滅
度

を
一
益
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
限
り
で
は
法
霖
の
学
説
の
範
囲
内
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
他
宗
か
ら
の
論
難
に
聖
道
門
と
浄
土
門
の
究
極
的

一
致
を
言
う
こ
と
で
対
処
す
る
と
い
う
法
霖
が
置
か
れ
た
状
況
を
離
れ
て
、
こ
れ

ら
の
言
説
が
解
釈
さ
れ
る
場
合
、
異
な
っ
た
意
味
作
用
を
も
っ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
＊
３６い
。

右
に
見
て
き
た
よ
う
な
答
弁
か
ら
、
教
団
に
お
け
る
正
統
な
教
学
と
、
円
空
の

異
義
と
の
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。
ま
ず
言
え
る
の
は
、
真
宗
教
団
の

存
在
そ
の
も
の
が
円
空
の
異
義
の
成
立
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
教
学

の
面
で
は
、
円
空
は
自
説
の
根
拠
を
学
林
の
第
四
代
能
化
で
あ
っ
た
法
霖
の
学
説

に
置
い
て
い
た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
円
空
の
教
え
は
教
団
に
お
け
る

正
統
な
教
学
の
独
自
な
解
釈
か
ら
生
じ
た
異
義
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
教
学
に
お
け
る
正
統
の
地
位
を
、
既
存
の
学
説
と
相
争
う
よ
う
な
教
え
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
円
空
の
答
弁
が
審
問
者
か
ら
「
転
計
」
に
過
ぎ
な
い
と

度
々
批
判
さ
れ
た
よ
う
＊
３７に
、
自
説
を
堂
々
と
は
主
張
せ
ず
、
言
い
逃
れ
に
終
始
し

た
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
の
正
統
な
教

学
で
あ
っ
た
法
霖
の
学
説
は
、
隠
れ
蓑
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。

そ
し
て
、
一
往
再
往
論
の
機
能
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
円
空
の
教
え
は
改
悔
文

の
領
解
に
安
堵
し
て
い
る
一
般
の
真
宗
門
徒
を
主
な
受
け
手
（
標
的
）
と
し
て
想

定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
も
彼
の
異
義
は
教
団
の
存
在
に
依
存
し
て
い

た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
改
悔
文
の
領
解
を
一
往
の
勧
化
と

し
て
相
対
化
し
つ
つ
も
表
向
き
に
は
認
め
る
な
ど
、
彼
の
信
者
た
ち
が
教
団
内
に

留
ま
り
つ
つ
、
そ
の
存
在
自
体
は
露
見
し
な
い
よ
う
、
防
衛
策
が
取
ら
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
＊
３８る
。
こ
う
な
る
と
、
円
空
の
教
え
は
、
教
学
面
で
も
、
現
実
の
布
教
の

条
件
に
お
い
て
も
、
教
団
に
寄
生
し
つ
つ
、
そ
れ
を
密
か
に
侵
食
し
な
が
ら
広
が

る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
章
で
は
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
円
空
の
教
え
そ

の
も
の
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
考
察
し
て
お
き
た
い
。

旅
僧
と
異
端
信
仰
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第
二
章

円
空
の
異
義
の
性
格

教
学
史
的
研
究
は
、
円
空
な
ど
異
端
と
さ
れ
た
者
の
教
え
に
含
ま
れ
る
異
端
的

要
素
を
発
見
し
、
真
宗
の
本
来
の
教
え
で
は
な
い
異
義
で
あ
る
と
確
認
す
る
に
留

ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
桑
斉
は
異
義
者
の
思

想
構
造
を
問
題
に
し
、
民
衆
思
想
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
作
業
を
行
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
異
義
の
要
素
を
断
片
的
に
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、
異
義
の
教
説
と
し

て
の
構
造
を
理
解
す
る
と
い
う
点
で
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
方
法
は
あ
く
ま
で
思
想
主
体
の
思
惟
の
構
造
を
復
元
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
教
説
が
ど
の
よ
う
な
社
会
関
係
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を

志
向
し
、
ま
た
教
説
の
普
及
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
る
社
会
関
係
が
い
か
な
る
位
置

を
近
世
社
会
で
占
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
異
端
信
仰
の
広
が
り
を
、
抽
象
的
な
基
準
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
具
体
的

な
社
会
史
的
文
脈
に
即
し
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
点
こ
そ

問
題
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
異
義
と
さ
れ
た
教
説
の
個
々
の
要
素
を
、
単
に
円
空
と
い

う
人
間
の
思
惟
体
系
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、

教
化
者
で
あ
る
円
空
と
、
受
け
手
で
あ
る
信
者
と
の
間
で
取
り
結
ば
れ
る
関
係
の

プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
個
々
の
要
素
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
え
た
の
か
を
、
分
析

の
対
象
と
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
検
討
の
対
象
と
す
る
史
料
を
少
々
長
く
な
る
が

掲
げ
て
お
く
。
史
料
一
は
、『
長
州
記
』
に
記
載
さ
れ
た
、
石
見
国
の
本
願
寺
末
寺

に
よ
る
円
空
の
教
義
に
関
す
る
報
告
書
で
あ
る
。
史
料
二
は
、
同
じ
く
『
長
州
記
』

に
記
載
が
あ
る
、
道
粋
ら
三
人
の
審
問
者
が
作
成
し
た
『
疑
雲
永
晴
弁
』
に
基
づ

い
た
異
義
の
箇
条
の
列
挙
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
箇
条
書
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

史
料
ご
と
に
箇
条
に
番
号
を
筆
者
が
付
し
た
。

【
史
料
一
】『
長
州
記
』（
Ａ
）

①
た
の
む
一
念
に
往
生
一
定
と
い
ふ
は
、
機
斗
ら
ひ
の
安
心
也
、
水
か
尽
か

如
く
凡
夫
の
心
中
に
一
定
と
思
ひ
結
た
り
共
、
何
ぞ
た
の
み
と
す
る
に
た

ら
ん
や
、
一
定
共
不
定
共
機
辺
に
思
ひ
構
へ
る
事
な
く
、
唯
如
来
に
任
せ

た
る
所
、
即
他
力
の
安
心
な
り
、
機
辺
に
思
ひ
結
た
る
了
解
を
は
な
れ
て

如
来
任
せ
に
な
る
時
ハ
是
即
真
の
了
解
な
り
、
是
を
改
悔
を
は
な
れ
て
改

悔
に
入
と
い
ふ
、
若
人
あ
り
て
了
解
は
如
何
と
尋
る
事
あ
ら
バ
、
平
生
出

言
す
る
改
悔
を
述
べ
し
、
然
レ
共
此
安
心
に
信
す
る
事
、
甚
難
得
事
成
レ

ハ
、
寝
食
を
忘
れ
家
業
を
廃
る
程
の
志
ヲ
発
し
て
情
を
出
せ
よ
と
云
々
、

依
而
老
僧
帰
依
の
同
行
、
情
を
出
と
い
ふ
事
ハ
常
語
と
な
れ
り
、

②
御
文
章
ハ
一
往
の
御
勧
化
、
方
便
の
沙
汰
と
い
へ
り
、
同
行
会
合
の
時
ハ

多
く
は
末
燈
抄
等
を
拝
読
し
て
法
義
を
讃
嘆
す
と
い
へ
り
、

③
命
終
り
て
浄
土
に
生
し
て
仏
果
を
得
る
と
は
方
便
の
仮
説
也
、
是
ハ
他
力

の
安
心
に
住
す
る
人
に
非
ん
ば
語
り
難
し
と
密
す
る
に
、
老
僧
の
眼
に
は

鳥
雀
の
類
も
常
の
鳥
と
は
見
へ
玉
わ
ざ
る
な
り
と
い
へ
り
、

④
老
僧
有
福
村
温
泉
に
し
て
浴
中
或
宿
に
語
り
て
い
わ
く
、
難
信
と
は
今
こ

（
泉
）

そ
い
よ
�
�
思
ひ
知
ら
れ
た
り
、
温
津
村
ニ
て
報
土
往
生
の
切
手
を
出
す

べ
き
者
唯
弐
人
の
ミ
有
と
い
へ
り
、

⑤
国
に
壱
人
り
処
に
壱
人
り
と
仰
ら
れ
た
れ
ハ
、
報
土
往
生
ハ
叶
ひ
難
し
と

悲
の
余
り
称
名
相
続
す
る
斗
り
な
り
、
如
是
等
の
者
に
示
し
て
曰
く
、
其

称
名
相
続
の
中
に
真
と
の
信
心
開
発
す
る
事
有
へ
し
、
随
分
情
を
出
せ
よ

と
云
々
、

（
方
カ
）（
徘
カ
）

⑥
信
の
上
者
利
他
を
報
謝
の
第
壱
と
ス
、
依
而
在
家
ハ
笈
を
負
、
諸
法
を
怪

廻
し
て
人
を
教
化
す
と
、

⑦
老
僧
云
く
、
永
晴
弁
を
見
て
学
解
の
上
よ
り
難
破
す
る
人
あ
り
、
自
力
増

上
慢
の
成
せ
る
業
な
り
、
真
の
信
者
な
ら
は
、
其
意
味
の
深
長
な
る
事
を

賞
せ
ん
、
難
信
の
法
な
れ
ハ
是
を
謗
す
る
も
道
理
な
り
と
云
々
、

⑧
老
僧
帰
依
の
同
行

仏
壇
に
御
脇
掛
を
安
置
せ
ず
、

⑨
同
行
之
者
曰
く
、

御
本
山
御
代
々
之
内
、
覚
如
上
人
、
蓮
如
上
人
は
報

土
に
往
生
し
玉
ハ
ん
、
其
余
は
他
土
抔
ヘ
ハ
往
生
や
仕
玉
ふ
ら
ん
と
云
々
、

⑩
御
助
一
定
往
生
治
定
と
了
解
す
る
ハ
増
上
慢
に
し
て
信
心
に
は
非
ず
と
云

へ
り
、
但
し
一
往
の
者
に
約
し
て
立
り
、

⑫
衆
人
広
野
の
中
に
し
て
老
僧
法
談
す
る
時
は
一
往
の
方
の
ミ
を
談
し
て
再

往
の
方
ハ
細
弁
せ
す
と
云
々
、

⑬
僧
分
の
勧
化
を
聞
時
か
法
義
を
損
す
る
也
、
同
行
の
会
合
に
非
ざ
れ
バ
利

益
ハ
な
し
と
い
へ
り
、
両
度
の
御
命
日
に
も
道
場
へ
は
参
詣
せ
ず
、
密
か

に
一
味
同
行
会
談
せ
り
、

右
十
余
ヶ
条
、
石
州
法
中
�
聞
伝
之
条
々
、

【
史
料
二
】『
長
州
記
』（
Ｂ
）

條
々

①
一
、
法
義
之
是
非
ヲ
相
論
ル
ニ
、
一
如
一
実
之
真
性
ニ
結
帰
シ
テ
不
可
称

不
可
説
不
可
思
議
之
文
ニ
附
会
シ
、
理
性
之
談
ヲ
専
ト
す
る
事
、

②
一
、
自
身
ハ
是
非
ヲ
論
と
云
共
、
是
非
之
相
ニ
不
住
と
云
て
、
凡
情
ヲ
離

た
る
姿
ヲ
自
筆
せ
る
大
驕
慢
の
事
、

③
一
、
自
作
之
書
を
以
て
宝
所
ニ
至
而
之
要
集
と
自
賛
す
る
事
、

④
一
、
自
身
之
勧
化
を
如
来
の
金
言
に
等
し
て
、
外
�
難
問
す
る
人
を
誹
謗

正
法
の
罪
人
と
貶
附
ス
ル
事
、

⑤
一
、
機
辺
に
往
生
治
定
と
領
解
す
る
ハ
尚
他
力
之
極
致
に
非
す
と
い
ふ
事
、

⑥
一
、
御
法
義
ニ
付
一
往
再
往
之
二
途
、
或
は
日
を
沙
汰
し
勧
化
門
・
安
心

門
之
二
門
を
分
チ
、
平
生
之
御
勧
化
、
改
悔
文
之
趣
は
尚
是
一
往
之
分

斎
之
由
申
立
る
事
、

⑦
一
、
僧
分
之
勧
化
を
一
往
之
義
と
し
て
在
家
の
同
行
之
会
合
を
再
往
之
実

儀
と
執
す
る
事
、

附
り
、
同
行
善
知
識
ト
云
は
在
家
之
人
に
限
る
と
謬
解
せ
る
事
、

⑧
一
、
御
文
章
は
方
便
門
之
勧
化
也
ト
云
て
、
凡
ソ
言
説
に
渉
り
て
勧
化
す

る
ハ
皆
真
実
に
非
ず
と
執
す
る
事
、

⑨
一
、
御
文
章
に
違
背
し
て
正
定
と
滅
度
と
一
益
と
談
し
、
前
念
命
衆
ハ
分

証
即
至
心
開
発
之
心
也
、
後
念
即
生
ハ
極
証
即
大
慶
喜
心
な
り
と
い
ふ

て
、
此
穢
身
な
か
ら
仏
果
を
証
す
る
ト
云
事
、

⑩
一
、
自
受
共
用
之
尊
持
身
ト
云
名
目
浄
土
一
家
ニ
茂
、
他
之
性
相
ニ
も
曽

而
以
て
無
之
新
名
目
を
立
る
事
、

⑪
一
、
有
量
着
相
之
西
方
と
無
辺
不
思
議
之
西
方
あ
り
と
い
ふ
新
名
目
ヲ
立
、

其
無
辺
不
思
議
之
西
方
を
了
解
す
る
を
信
心
也
と
談
す
る
事
、

附
り
、
指
方
立
相
の
教
義
ヲ
方
便
と
し
七
宝
荘
厳
ヲ
以
て
悉
ク
仮
談
に

属
す
る
事
、

ナ
リ

⑫
一
、
不
可
思
議
之
西
方
を
了
知
す
る
ハ
是
相
成
り
、
入
二
無
相
一
念
よ
り
入

ン
ト
二

無
念
一

談
す
る
旨
無
相
離
念
之
邪
説
た
る
事
、

⑬
一
、
念
仏
即
成
仏
、
成
仏
即
念
仏
と
談
し
て
、
生
死
之
穢
身
を
さ
し
て
直

に
涅
槃
之
妙
果
な
り
と
い
ふ
事
、

⑭
一
、
出
情
之
名
言
を
常
に
遣
か
ひ
て
、
表
向
き
ハ
聴
聞
易
ク
内
心
に
ハ
仏

旅
僧
と
異
端
信
仰
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智
幽
微
な
れ
ハ
深
理
を
能
心
ニ
掛
て
聴
聞
し
て
領
知
せ
よ
と
い
ふ
真
俗

二
諦
を
分
チ
勧
る
新
義
之
事
、

⑮
一
、
報
謝
の
称
名
は
一
往
の
機
の
前
に
唱
な
へ
よ
、
勧
め
玉
へ
る
と
斗
り

聞
入
て
、
再
往
は
真
実
信
心
必
具
名
号
な
れ
ハ
、
夫
ニ
成
迄
ニ
唱
へ
よ

と
勧
玉
ふ
、
方
便
誘
引
の
御
言
葉
な
り
と
分
明
に
書
著
す
事
、

⑯
一
、
無
御
免

本
尊
并
ニ
脇
掛
随
身
致
候
義
至
極
之
非
法
な
る
事
、

以
上
十
六
件

以
下
、
史
料
一
の
一
条
目
で
あ
れ
ば
Ａ
①
と
し
、
史
料
二
の
一
条
目
で
あ
れ
ば

Ｂ
①
と
注
記
し
て
、
個
々
の
要
素
を
含
む
箇
条
を
示
し
つ
つ
、
教
説
の
構
成
を
た

ど
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
一
）
一
往
再
往
論
（
Ａ
①
②
⑩
⑫
⑬
、
Ｂ
⑤
⑥
⑦
⑧
⑮
）

ま
ず
円
空
が
初
対
面
の
人
々
と
対
す
る
時
に
表
れ
る
要
素
は
、
一
往
再
往
論
で

あ
る
。
円
空
は
公
の
場
で
法
談
す
る
時
に
は
、
一
往
の
勧
化
す
な
わ
ち
改
悔
文
の

領
解
に
基
づ
い
た
教
え
し
か
語
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
Ａ
⑫
）。
し
か
し
実
際

に
は
、
一
念
帰
命
の
後
に
往
生
は
定
ま
る
と
い
う
領
解
を
説
く
僧
侶
に
よ
る
教
え

は
真
実
で
な
い
と
し
、
在
家
同
行
（
在
俗
の
信
者
）
の
会
合
を
通
じ
て
し
か
、
本

当
の
信
心
は
得
ら
れ
な
い
と
し
て
い
た
（
Ａ
②
⑬
、
Ｂ
⑦
）。
こ
う
し
て
、
教
団
が

門
徒
に
与
え
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
救
済
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
動
揺
し
た

門
徒
た
ち
を
自
ら
の
教
え
に
誘
引
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
称
名
念
仏
の
相
続
（
Ａ
①
⑤
、
Ｂ
⑧
⑫
⑭
⑮
）

往
生
は
こ
の
世
に
お
い
て
定
ま
っ
た
と
領
解
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
円
空
は
、

聴
衆
た
ち
に
自
ら
の
往
生
に
関
す
る
判
断
を
放
棄
し
、
そ
の
成
否
を
阿
弥
陀
如
来

に
任
せ
る
こ
と
を
説
く
。
そ
の
上
で
、
称
名
念
仏
を
続
け
る
こ
と
に
精
を
出
す
よ

う
に
要
求
し
た
（
Ａ
⑤
、
Ｂ
⑮
）。
つ
ま
り
、
往
生
が
定
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
報

謝
の
念
仏
で
は
な
く
、
真
の
信
心
獲
得
に
い
た
る
行
と
し
て
念
仏
を
求
め
た
の
で

あ
る
。
道
粋
ら
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
「
無
相
離
念
の
金
剛
心
ニ
至
ら

し
め
ん
が
為
に
、
其
心
地
を
工
夫
さ
す
る
言
＊
３９葉」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
言
説
に

よ
る
教
え
に
基
づ
か
ず
、
信
者
を
意
念
の
計
ら
い
を
離
れ
た
境
地
に
至
ら
し
め
る

こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
も
知
ら
な
い
外
部
の
人
々
か
ら
は
、

報
謝
の
念
仏
を
続
け
る
姿
に
見
え
た
は
ず
で
あ
る
。

（
三
）
知
識
帰
命
（
Ａ
③
④
⑨
、
Ｂ
④
）

自
ら
の
往
生
に
確
信
が
得
ら
れ
な
く
な
り
、
ひ
た
す
ら
念
仏
に
励
む
人
々
の
前

に
、
円
空
は
他
者
の
往
生
を
見
極
め
る
能
力
の
あ
る
存
在
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ

と
に
な
る
。
円
空
は
、
誰
が
往
生
で
き
た
か
、
あ
る
い
は
誰
が
現
に
往
生
が
定
ま
っ

て
い
る
か
を
語
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
Ａ
④
⑨
）。
こ
の
こ
と
は
、
往
生

治
定
と
の
領
解
を
、
信
者
に
代
わ
り
円
空
が
な
し
え
る
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
こ
う
し
て
、
信
者
た
ち
は
円
空
を
カ
リ
ス
マ
と
し
て
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ

た
は
ず
で
あ
る
（
真
宗
で
は
知
識
帰
命
の
異
義
と
さ
れ
る
）。
し
か
し
、
円
空
は
、

往
生
が
定
ま
る
か
ど
う
か
を
人
（
機
の
側
）
は
判
断
で
き
ず
、
そ
の
判
断
自
体
を

阿
弥
陀
如
来
に
任
せ
る
こ
と
が
他
力
の
安
心
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、

円
空
は
自
ら
を
阿
弥
陀
如
来
と
同
じ
地
位
に
置
い
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の

理
論
的
根
拠
は
、
正
定
と
滅
度
を
一
益
と
す
る
説
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
四
）
正
定
と
滅
度
は
一
益
（
Ｂ
①
②
③
⑨
）

現
世
に
お
け
る
往
生
の
決
定
と
、
来
世
（
浄
土
）
に
お
け
る
成
仏
が
、
実
は
同

時
で
あ
る
と
す
る
こ
の
説
は
、
指
方
立
相
説
の
否
定
（
Ａ
③
、
Ｂ
⑪
）
と
即
身
成

仏
（
Ｂ
⑬
）
の
肯
定
と
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
如
来
に
対
す
る
信

心
が
定
ま
っ
た
と
同
時
に
、
現
世
が
そ
の
ま
ま
浄
土
と
な
り
、
自
ら
も
成
仏
す
る

と
い
う
考
え
で
あ
る
。
円
空
は
、
一
往
の
勧
化
で
は
な
い
真
実
の
教
え
は
、「
他
力

の
安
心
に
住
す
る
人
に
非
ん
ば
語
り
難
し
」（
Ａ
③
）
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、

円
空
が
「
他
力
の
安
心
」
を
得
た
と
認
定
し
た
人
物
に
し
か
、
実
は
正
定
と
滅
度

は
一
益
で
あ
る
と
す
る
説
を
明
か
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
同
時
に
、

円
空
に
そ
の
信
心
を
認
定
さ
れ
た
人
々
は
、
如
来
と
同
位
に
な
っ
た
と
見
な
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
五
）
善
知
識
は
在
家
の
人
に
限
る
（
Ａ
⑥
⑬
、
Ｂ
⑦
）

道
粋
ら
に
よ
れ
ば
、
円
空
は
「
同
行
善
知
識
ト
云
は
在
家
之
人
に
限
る
」（
Ｂ
⑦
）

と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
善
知
識
を
本
願
寺
法
主
と
そ
の
代
理
人
で
あ
る
僧

侶
の
こ
と
と
し
、
彼
ら
だ
け
に
教
化
者
の
立
場
を
限
定
す
る
教
団
の
あ
り
方
と
真
っ

向
か
ら
対
立
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
円
空
は
在
家
の
人
（
俗
人
）
を
教
化
者
と
し

て
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
正
定
と
滅
度
を
一
益
と
す
る
説
を
受
け
て

い
る
。
如
来
と
同
位
に
な
っ
た
人
々
は
、
来
世
に
お
い
て
で
は
な
く
、
現
世
に
お

い
て
真
宗
に
お
け
る
還
相
回
向
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
円

空
は
利
他
を
報
謝
と
し
、
他
力
の
信
を
得
た
者
た
ち
に
布
教
を
促
し
た
の
で
あ
っ

た
（
Ａ
⑥
）。
こ
の
こ
と
は
、
念
仏
の
相
続
を
報
謝
の
あ
り
方
と
す
る
教
団
の
教
え

と
異
な
る
だ
け
で
は
な
い
。
報
謝
の
対
象
が
教
団
で
は
な
く
な
り
、
報
謝
が
在
家

の
同
行
の
間
で
相
互
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
よ
う
。
円
空
は
、

「
同
一
念
仏
の
故
に
こ
そ
四
海
兄
弟
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
真
如
一
実
の
故
に

四
海
皆
兄
弟
」
と
し
て
い
る
点
を
、
道
粋
ら
に
批
判
さ
れ
て
い
＊
４０る
。
こ
こ
か
ら
、

円
空
が
如
来
と
同
位
に
な
っ
た
人
々
に
よ
る
共
同
体
を
、「
四
海
皆
兄
弟
」
と
い
う

言
葉
で
表
現
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
言
葉
と
、
右
に
検
討
し
て
き
た
こ

と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
円
空
は
互
い
に
利
他
を
使
命
と
し
た
在
家
同
行
に
よ
る

共
同
社
会
の
形
成
を
志
向
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
＊
４１う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
志
向
は
、
教
化
者
を
僧
侶
に
限
定
し
、
門
徒
に
対
す
る

救
済
の
権
利
を
独
占
す
る
こ
と
で
、
門
徒
に
よ
る
報
謝
を
得
て
存
立
し
て
い
た
教

団
に
と
っ
て
は
、
許
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
円
空
の
教
え
が
単
な
る
異
義
で
は

な
く
、「
邪
義
」
と
し
て
厳
し
く
処
断
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

第
三
章

円
空
の
異
義
の
社
会
的
条
件

第
一
節

旅
僧
と
し
て
の
円
空

本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
円
空
は
善
照
寺
と
い
う
真
宗
寺
院
の
弟
子
教

誓
の
新
発
意
で
、
明
光
寺
と
い
う
同
じ
く
真
宗
寺
院
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

事
件
当
時
、
す
で
に
「
六
十
有
余
」
と
見
ら
れ
る
老
僧
で
あ
り
な
が
ら
、
寺
院
の

（
マ
マ
）

住
職
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
円
空
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
禅
門
同
前
＊
４２」の
存
在

で
あ
っ
た
。
禅
門
と
は
在
俗
の
出
家
者
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
僧
侶
身

分
に
属
し
な
が
ら
、
そ
の
周
縁
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

寺
院
を
持
た
な
い
円
空
は
、
常
に
旅
を
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
次
に
掲
げ
る
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
円
空
を
摘
発
し
よ
う
と

し
た
本
願
寺
は
彼
の
居
場
所
を
な
か
な
か
つ
か
め
な
か
っ
た
。

以
別
紙
申
入
候
、
然
者
石
州
辺
、
円
空
与
申
僧
致
徘
徊
於
寺
々
致
勧
化
等
之

由
、
右
円
空
与
申
僧
、
出
所
住
居
茂
不
相
知
者
有
之
候
、
依
之
召
登
相
尋
度

候
得
共
、
住
所
相
知
不
申
候
間
、
其
辺
ニ
而
内
々
御
聞
合
、
早
々
御
申
越
可
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被
成
候
、
世
上
ニ
而
長
門
老
僧
与
申
習
し
候
由
、
承
及
候
、
御
法
義
筋
之
儀
、

太
切
之
事
候
故
、
相
尋
申
度
候
間
、
随
分
御
心
掛
、
住
所
御
聞
出
、
早
々
御

申
登
可
有
之
候
、
尤
使
之
者
江
口
上
申
含
候
間
、
御
聞
可
有
之
候
、
以
上
、

（
宝
暦
十
年
）
十
月
廿
五
日

四
人

石
州
佐
波浄

土
寺
＊
４３殿

事
実
、
円
空
は
前
掲
の
年
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て
本
山
参
詣

や
二
十
四
輩
巡
礼
を
行
い
、
広
い
地
域
を
旅
行
し
て
い
た
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、

彼
と
同
じ
様
な
旅
僧
が
同
道
し
て
旅
を
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
円
空

は
宝
暦
八
年
十
一
月
に
京
都
の
高
島
屋
庄
兵
衛
方
に
止
宿
し
て
い
る
が
、
石
見
国

（
マ
マ
）

日
貫
村
善
斎
と
同
国
白
津
野
村
浄
順
と
一
緒
で
あ
っ
＊
４４た
。
ま
た
、
本
山
に
よ
り
摘

発
さ
れ
た
時
に
円
空
に
随
行
し
て
い
た
品
浄
と
い
う
僧
侶
は
、
宝
暦
九
年
正
月
に

安
芸
国
相
田
村
を
出
発
し
、
宝
暦
十
年
六
月
一
日
か
ら
八
日
の
間
、
京
都
に
滞
在

し
、
同
年
八
月
に
は
水
戸
ま
で
行
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
帰
途
、
同
年
十
一
月
十
日

に
名
古
屋
で
円
空
と
出
会
っ
た
と
供
述
し
て
い
＊
４５る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
円
空
を
探
索
し
た
僧
侶
た
ち
の
動
向
で
あ
る
。

特
に
、
石
見
国
矢
上
村
西
善
寺
の
新
発
意
で
あ
っ
た
空
観
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後

の
動
向
が
分
か
る
の
で
、
紹
介
し
て
お
く
。

（
三
ヶ
条
、
略
す
）

石
州
浜
田
領
西
善
寺
弟
空
観
与
申
僧
、
天
草
辺
ニ
罷
在
候
処
、
直
応
与
申
僧
、

邪
義
を
勧
申
由
申
来
、
御
自
分
長
崎
御
坊
留
守
中
ニ
而
近
日
長
崎
へ
引
越
、

委
細
注
進
申
由
ニ
付
、
肥
後
順
正
寺
殿
、
西
光
寺
殿
江
御
吟
味
有
之
候
様
被

申
達
候
間
、
委
細
之
紙
面
令
承
知
候
、

（
二
ヶ
条
、
略
す
）

（
宝
暦
十
二
年
）
十
一
月
四
日

五
人

長
崎
御
坊

随
専
寺
殿
＊
４６へ

こ
の
史
料
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
空
観
は
円
空
の
一
件
か
ら
二
年
後
、
九
州
天

草
に
滞
在
し
て
直
応
と
い
う
僧
侶
の
「
邪
義
」
を
摘
発
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事

例
か
ら
は
、
空
観
が
本
山
の
間
諜
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘

で
き
る
。
し
か
し
、
宝
暦
十
三
年
三
月
八
日
、
本
山
の
命
に
よ
り
、
道
粋
・
泰
巌
・

仰
誓
ら
は
空
観
を
審
問
し
、
学
林
に
お
け
る
所
定
の
修
学
期
間
（
三
夏
）
を
終
え

な
い
う
ち
に
各
地
で
法
談
を
行
っ
た
こ
と
と
、
こ
の
天
草
の
事
件
で
虚
偽
を
申
し

立
て
た
点
を
咎
め
る
こ
と
に
な
っ
＊
４７た
。
こ
の
た
め
、
空
観
は
他
国
は
も
ち
ろ
ん
自

坊
に
お
い
て
も
法
談
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
＊
４８た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
分
か
る

の
は
、
空
観
自
身
も
旅
僧
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
無
資
格
で
説
教
を
行

う
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
空
観
も
円
空
と
同
様
の

存
在
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
円
空
に
随
行
し
た
品
浄
に
よ
れ
ば
、
彼
は
円
空
に
名
古
屋
で
出
会

う
前
に
、
水
戸
の
信
願
寺
で
孫
右
衛
門
と
い
う
人
物
と
鎌
倉
永
照
寺
客
僧
か
ら
円

空
に
関
す
る
噂
を
聞
き
、
長
門
老
僧
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
や
尼
を
同
道
し
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
い
＊
４９う
。
旅
僧
た
ち
は
、
旅
の
途
中
で
同
道
し
た
り
、
情

報
交
換
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
間
で
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い

て
い
た
こ
と
が
窺
え
＊
５０る
。
お
そ
ら
く
、
空
観
も
旅
僧
と
し
て
こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
利
用
す
る
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
山
は
円
空
の
取
り
締

ま
り
に
あ
た
り
、
空
観
の
よ
う
な
旅
僧
の
存
在
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ

と
も
分
か
る
の
で
あ
る
。

第
二
節

旅
中
の
布
教

空
観
が
学
林
で
の
三
夏
以
上
の
修
学
が
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
各
地
で
法
談
を

し
て
い
た
の
と
同
様
に
、
円
空
も
各
地
で
法
談
を
行
っ
て
い
た
。
銚
子
宝
満
寺
に

お
け
る
法
談
で
は
、
僧
侶
四
、
五
人
、
医
師
一
人
を
含
む
在
家
を
含
ん
だ
聴
衆
に

対
し
、
法
霖
の
『
二
門
偈
窺
班
録
』
を
「
略
弁
」
し
、
望
み
に
応
じ
て
分
か
り
や

す
く
話
し
を
し
た
と
い
＊
５１う
。
ま
た
、『
疑
雲
永
晴
弁
』
を
著
し
自
ら
校
訂
を
重
ね
た

上
、
場
合
に
よ
っ
て
は
写
本
を
授
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
石
見
国
邑
智

郡
川
戸
村
の
掘
又
兵
衛
と
い
う
人
物
に
書
き
遣
わ
し
た
が
、
そ
の
後
、
こ
れ
を
僧

侶
た
ち
が
借
り
て
写
し
た
の
で
、
恵
教
と
い
う
僧
に
頼
み
取
り
戻
し
た
と
、
円
空

は
言
っ
て
い
る
。
こ
の
著
書
に
つ
い
て
は
、
本
山
に
彼
が
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
際

に
、
十
五
六
冊
の
本
と
と
も
に
、
旅
宿
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
＊
５２る
。
こ
れ
ら
の
本
は
、

各
地
で
の
法
談
の
際
に
参
照
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
円
空
は
法
談
や
写
本
の
授
与
な
ど
を
通
じ
、
各
地
で
布
教
し
て

い
た
。
そ
の
地
域
は
、
関
東
か
ら
中
国
地
方
ま
で
の
広
い
範
囲
に
及
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
中
で
も
、
中
国
地
方
特
に
石
見
国
や
安
芸
国
を
頻
繁
に
訪
れ
て
活

動
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
関
連
地
図
を
参
照
）。
例
え
ば
、『
長
州
記
』
か
ら
分

か
る
彼
の
滞
在
先
は
、
安
芸
国
で
は
大
朝
村
、
石
見
国
で
は
大
朝
村
か
ら
四
五
里

の
位
置
に
あ
る
と
さ
れ
る
「
鍋
川
＊
５３村
」、
あ
と
は
川
戸
村
、
有
福
村
温
泉
、
温
泉
津

村
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
や
や
後
世
の
史＊
５４料
に
よ
れ
ば
、「
破
佐
円
ノ
谷
、
亦
天
領

ノ
内
中
小
屋
、
浜
田
領
ノ
内
津
茂
・
丸
茂
・
蜷
川
等
」
も
、
石
見
国
で
は
布
教
の

及
ん
だ
地
域
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
安
芸
国
で
は
、
大
朝
村
、
新
庄
村
、
志

路
原
村
、
大
塚
村
な
ど
の
山
県
郡
北
部
が
、「
彼
円
空
常
ニ
徘
徊
シ
又
時
々
滞
留
シ

テ
教
へ
込
タ
ル
所
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
外
に
、
石
見
国
で
は
、
稲
用
村

浄
土
寺
を
通
じ
て
、
円
空
の
教
化
を
受
け
た
の
ち
回
心
し
た
村
々
の
門
徒
か
ら
、

冥
加
銀
百
二
十
五
匁
一
分
が
本
山
に
贈
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
＊
５５る
の
で
、
石
見
銀
山
附

幕
府
領
に
お
い
て
も
、
布
教
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

石
見
国
で
は
か
な
り
広
い
地
域
に
わ
た
っ
て
、
円
空
は
布
教
を
行
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

こ
う
し
た
地
域
で
は
、「
多
分
俗
家
ニ
止
宿
シ
テ
寺
院
ニ
ハ
留
錫
ス
ル
コ
ト
ヲ
好

マ
ス＊
５６」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
円
空
は
俗
人
の
家
に
宿
泊
し
、
そ
こ
を
拠
点
に
布

図 円空異義一件関連地図
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教
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
条
件
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
三
節

旅
僧
を
受
け
入
れ
る
社
会

円
空
に
は
妙
了
と
い
う
坊
守
（
妻
）
が
い
た
が
、
宝
暦
十
年
の
二
月
十
三
日
に
、

江
戸
で
病
死
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
円
空
は
摘
発
に
あ
っ

た
際
に
、
合
妙
と
妙
信
と
い
う
二
人
の
尼
と
一
緒
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
、
合
妙

は
安
芸
国
山
県
郡
大
朝
村
で
た
た
ら
製
鉄
を
営
ん
で
い
た
甚
兵
衛
の
妻
で
、
妙
信

は
石
見
国
の
「
鍋
川
村
」
で
魚
商
売
を
し
て
い
た
林
兵
衛
の
妻
で
あ
っ
た
。
こ
の

二
人
と
円
空
が
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
宝
暦
六
、
七
年
ご
ろ
で
、
円
空
が
大
朝
村

の
甚
兵
衛
の
も
と
を
、
た
た
ら
製
鉄
の
見
物
の
た
め
に
訪
れ
た
時
で
あ
る
と
い
う
。

そ
の
後
、
宝
暦
九
年
三
月
に
、
甚
兵
衛
と
林
兵
衛
の
両
夫
婦
が
本
山
に
参
詣
し
た

際
に
、
円
空
と
坊
守
の
妙
了
と
再
び
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
に
、
円
空

ら
が
「
御
旧
跡
順
拝
」
に
赴
く
と
い
う
の
で
、
妻
た
ち
は
夫
と
相
談
し
双
方
納
得

の
上
、
剃
髪
し
て
尼
と
な
り
、
円
空
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
＊
５７う
。

こ
の
よ
う
に
、
円
空
は
親
鸞
の
旧
跡
巡
拝
（
二
十
四
輩
寺
院
巡
拝
と
も
言
う
）

の
先
導
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
円
空
が
、
他
力
の
安
心
を
得
た
信
者

た
ち
に
、
諸
方
を
旅
し
て
の
布
教
を
課
し
て
い
＊
５８た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
彼
の
教
え

に
と
っ
て
旅
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
歴

史
的
背
景
に
は
、
旧
跡
巡
拝
の
隆
盛
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
円
空
も
そ
の
参

加
者
の
一
員
で
あ
っ
た
し
、
彼
が
近
江
国
小
川
村
弘
誓
寺
に
宿
泊
し
た
際
に
も
ら

い
携
帯
し
て
い
た
『
旧
蹟
順
拝
記
＊
５９』
な
ど
の
巡
拝
記
は
当
時
広
く
流
布
し
て
い
た
。

柏
原
祐
泉
に
よ
れ
ば
、
近
世
に
は
こ
う
し
た
巡
拝
記
が
多
く
刊
行
さ
れ
、
特
に

享
保
十
六
年
刊
の
『
親
鸞
聖
人
御
旧
跡
并
二
十
四
輩
記
』
で
体
裁
が
整
っ
た
と
さ

れ
＊
６０る
。
こ
う
し
た
巡
拝
記
は
、「
何
れ
も
宗
祖
親
鸞
に
関
す
る
「
霊
場
」
寺
院
を
廻
っ

て
、「
弥
陀
覚
王
」（
阿
弥
陀
如
来
）
の
化
身
で
あ
る
親
鸞
の
「
広
恩
」
を
報
ず
る

巡
拝
に
、
役
立
て
よ
う
と
す
る
＊
６１」
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
巡
拝
は
元
禄
・

宝
永
頃
か
ら
盛
行
に
向
か
い
、
享
保
頃
か
ら
、
普
及
、
定
着
し
て
い
っ
た
と
さ
れ

て
い
＊
６２る
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
巡
拝
の
隆
盛
は
、
旅
立
っ
て
の
布
教
を
報
謝
と
し
た
円
空

の
教
え
に
と
っ
て
極
め
て
好
都
合
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
巡
拝
が
真

宗
門
徒
の
間
に
普
及
し
た
こ
と
は
、
円
空
に
布
教
の
対
象
者
と
そ
の
場
を
提
供
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

旅
僧
を
社
会
が
受
け
入
れ
る
条
件
と
し
て
、
旅
の
隆
盛
と
と
も
に
考
慮
に
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
寺
院
以
外
で
法
談
を
行
う
場
が
提
供
さ
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
円
空
は
寺
院
に
属
す
る
僧
侶
に
よ
る
説
教
を

軽
視
し
、
在
家
の
同
行
に
よ
る
会
合
を
重
視
し
て
い
た
。
彼
が
特
に
布
教
を
重
点

的
に
行
っ
た
石
見
や
安
芸
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
会
合
の
基
盤
と
し
て
、
こ
の
地

域
で
結
成
さ
れ
て
い
た
講
中
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
安
芸
国
北
部

に
見
ら
れ
る
講
中
と
は
、「
二
〇
軒
〜
三
〇
軒
く
ら
い
の
家
々
で
結
成
さ
れ
、
毎
月

交
替
で
当
番
を
勤
め
る
家
に
集
会
し
、
最
寄
り
の
真
宗
寺
院
か
ら
僧
侶
を
招
い
て

法
話
を
聴
聞
し
、
飲
食
を
共
に
し
て
、
相
互
に
法
義
を
深
め
る
組
織＊
６３」
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
葬
式
、
家
普
請
、
田
植
え
等
を
共
同
し
て
行
う
相
互
扶
助
組
織
で
も
あ
っ

た
が
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
形
成
さ
れ
始
め
、
次
第
に
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
沖
野
清
治
に
よ
れ
ば
、
こ
の
組
織
は
初
め
、「
雑
行
雑

修
の
性
格
を
も
つ
従
来
の
仏
教
の
信
仰
や
民
間
信
仰
と
、
そ
れ
に
伴
う
加
持
祈
祷

を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
」
が
、
次
第
に
真
宗
の
信
仰
組
織
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
＊
６４う
。
し
か
し
、
招
か
れ
る
の
は
真
宗
寺
院
の
住
職
と
は
限
ら
ず
、

運
営
の
主
導
権
は
在
家
の
側
に
あ
っ
＊
６５た
。
こ
の
よ
う
な
講
中
は
石
見
に
お
い
て
も

確
認
で
＊
６６き
、
円
空
が
旅
僧
と
し
て
こ
の
地
域
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
、
受
け
入
れ
の

母
体
と
な
っ
た
こ
と
は
十
分
に
想
定
で
き
る
。
平
等
と
相
互
扶
助
を
特
徴
と
す
る

講
中
の
組
織
が
、「
真
如
一
実
の
故
に
四
海
皆
兄
弟
」
と
い
う
よ
う
な
、
同
行
の
間

の
共
同
性
を
重
視
す
る
円
空
の
教
え
と
親
和
的
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
証
左
と
な

ろ
う
。

右
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
近
世
の
中
期
に
は
、
講
に
招
い
て
法

談
を
聴
聞
し
た
り
、
旧
跡
巡
拝
の
旅
に
出
て
知
り
合
っ
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

旅
僧
と
一
般
の
真
宗
門
徒
と
が
結
び
つ
き
を
深
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
旅
僧

に
は
、
円
空
の
よ
う
な
僧
侶
身
分
の
周
縁
に
位
置
す
る
存
在
が
多
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
、
ま
た
講
中
の
組
織
は
、
寺
院
の
檀
家
組
織
か
ら
は
相
対
的
に
独
立
し
た
存

在
で
あ
っ
＊
６７た
。
し
た
が
っ
て
、
僧
侶
身
分
の
周
縁
に
位
置
し
た
た
め
に
本
末
制
に

よ
る
統
制
が
効
き
に
く
い
旅
僧
と
、
寺
檀
関
係
に
よ
る
制
御
が
難
し
い
講
中
の
組

織
と
の
結
び
付
き
が
、
円
空
の
異
義
を
成
立
さ
せ
る
社
会
的
条
件
に
な
っ
て
い
た

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
四
節

教
団
の
対
応

円
空
ら
に
対
す
る
審
問
を
終
え
た
後
、
本
山
は
円
空
を
禁
固
に
処
し＊
６８た
。
そ
し
て

宝
暦
十
一
年
二
月
二
十
八
日
に
は
、
長
州
萩
の
明
光
寺
に
引
き
取
ら
せ
る
こ
と
を

決
定
し
、
同
年
九
月
二
十
日
に
は
身
柄
を
送
っ
て
い
＊
６９る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
長
州
藩

が
円
空
に
禁
牢
を
命
じ
た
こ
と
で
、
彼
に
対
す
る
処
罰
は
確
定
し
＊
７０た
。
な
お
、
合

妙
と
妙
信
の
二
人
の
尼
は
、
回
心
状
を
提
出
し
た
だ
け
で
、
国
元
に
返
さ
れ
て
い

＊
７１る
。一

方
、
円
空
が
布
教
し
て
い
た
地
域
に
対
し
て
本
山
が
ま
ず
行
っ
た
こ
と
は
、

末
寺
・
門
徒
に
対
す
る
改
派
の
抑
制
で
あ
っ
た
。
円
空
の
教
化
を
受
け
た
寺
院
あ

る
い
は
門
徒
が
、
異
義
の
追
求
を
免
れ
る
た
め
に
、
東
本
願
寺
を
本
山
に
仰
ぐ
こ

と
を
恐
れ
た
の
で
あ
＊
７２る
。
宝
暦
十
一
年
に
な
る
と
、
円
空
の
教
え
が
「
大
邪
義
」

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
彼
に
教
化
を
受
け
た
門
徒
に
教
誨
を
加
え
る
よ
う
依
頼
す

る
書
状
を
送
っ
＊
７３た
う
え
で
、
八
月
に
は
使
僧
と
し
て
明
覚
寺
仰
誓
を
派
遣
し
＊
７４た
。

仰
誓
は
、
こ
の
年
の
十
二
月
に
は
安
芸
に
も
出
向
き
教
諭
す
る
こ
と
に
な
＊
７５り
、
さ

ら
に
宝
暦
十
四
年
五
月
に
は
、
石
見
国
邑
智
郡
市
木
村
浄
泉
寺
の
住
職
に
任
じ
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
＊
７６た
。
仰
誓
に
長
く
教
諭
を
続
け
さ
せ
る
こ
と
で
、
円
空
の
影
響

を
払
拭
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
。

右
に
述
べ
た
の
は
、
石
見
・
安
芸
の
地
域
の
寺
院
・
門
徒
へ
の
対
応
で
あ
る
が
、

宝
暦
十
四
年
三
月
に
な
る
と
、
円
空
が
旅
行
し
た
関
東
地
域
に
つ
い
て
も
、
そ
の

教
え
が
広
ま
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
学
林
上
座
大
道
を
派
遣
し
調
査
さ
せ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
に
あ
わ
せ
て
、
改
め
て
旅
僧
を
招
い
て
法
談
さ
せ
る
こ
と

を
禁
ず
る
と
と
も
に
、「
於
京
都
学
林
三
夏
已
上
安
居
精
学
法
義
并
寺
法
伝
習
之
上
、

寺
役
法
譚
等
如
法
可
相
勤
」
こ
と
を
通
達
し
た
の
で
あ
っ
＊
７７た
。
門
徒
た
ち
が
、
旅

僧
と
接
触
し
教
え
を
受
け
る
機
会
を
な
く
し
、
本
山
の
学
林
で
一
定
の
資
格
を
受

け
た
寺
院
の
僧
侶
が
教
化
に
あ
た
る
こ
と
で
、
異
端
信
仰
の
広
ま
り
を
押
し
と
ど

め
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
安
芸
や
石
見
の
よ
う
に
、
寺
檀
関
係
か
ら
独
立
し
た
地
縁
的
な
講
中

組
織
が
存
在
す
る
地
域
で
は
、
そ
の
よ
う
な
規
制
だ
け
で
は
限
界
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
こ
で
仰
誓
の
い
た
石
見
の
地
域
で
は
、
次
に
掲
げ
る
史
料
か
ら
窺
え

る
動
向
が
展
開
し
て
い
た
。

浄
泉
寺
御
隠
居
様
よ
り
御
代
官
江
御
出
し
被
成
候
書
附

卯
十
月

（
前
略
）
元
来
風
来
僧
ノ
内
ニ
ハ
宗
儀
ニ
付
不
正
ノ
旅
僧
モ
マ
マ
有
之
候
故
、

旅
僧
と
異
端
信
仰
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左
様
ノ
紛
敷
輩
入
込
候
テ
法
談
等
仕
候
ヘ
ハ
、
真
宗
ノ
法
義
ニ
付
テ
ハ
心
得

違
ヒ
ノ
者
モ
出
来
仕
候
テ
歎
敷
奉
存
候
、
尤
出
生
慥
成
ル
法
義
正
路
ノ
僧
分

ニ
候
ハ
ヽ
、
其
国
々
御
領
主
へ
御
願
申
上
、
御
免
許
ノ
上
為
勤
候
ハ
格
別
、

（
有
脱
カ
）

ム
サ
ト
他
国
僧
ニ
法
談
為
致
候
ハ
格
別
間
敷
ト
申
義
ハ
前
々
よ
り
本
山
よ
り

モ
被
申
付
置
候
義
ニ
御
座
候
、
風
来
僧
抔
異
様
ノ
法
義
勧
メ
候
者
ニ
ハ
、
都

（
剃
カ
）

而
帰
依
仕
候
モ
ノ
モ
多
ク
、
或
ハ
若
年
ノ
女
ナ
ト
、
俄
ニ
髪
ヲ
刺
丘
尼
ト
成

候
者
モ
有
之
、
又
ハ
農
業
家
職
ヲ
モ
打
捨
テ
遠
方
迄
モ
付
廻
リ
昼
夜
ノ
ワ
カ

（
悔
カ
）

チ
ナ
ク
或
ハ
死
去
人
有
之
ヲ
モ
晦
ノ
ヘ
不
申
、
都
テ
悦
ノ
口
上
申
述
候
様
ナ

ル
異
様
ナ
ル
風
俗
ニ
成
行
事
モ
出
来
仕
候
故
、
本
山
よ
り
モ
従
来
制
禁
被
申

付
置
候
へ
共
、
長
袖
ノ
命
令
故
、
端
々
ニ
テ
ハ
右
ノ
制
禁
ヲ
モ
守
リ
不
申
族

モ
粗
相
聞
へ
候
テ
歎
敷
奉
存
候
ヘ
ハ
、
他
国
風
来
ノ
旅
僧
等
俗
家
ニ
テ
法
談

停
止
被
仰
付
候
儀
ハ
、
寺
院
ノ
面
々
モ
都
テ
大
慶
ニ
可
奉
存
候
コ
ト
ニ
御
座

候
ヘ
共
、
若
報
恩
講
或
月
頃
小
寄
年
忌
月
忌
等
ノ
節
、
其
所
々
ノ
寺
院
或
ハ

師
匠
坊
主
ノ
勤
申
法
談
モ
御
差
留
メ
被
成
候
時
ハ
、
一
宗
ノ
寺
法
破
レ
申
事

（
衍
）

故
、
不
得
止
、
本
山
江
モ
注
進
仕
候
様
ニ
可
可
相
成
ヤ
ト
歎
敷
奉
存
＊
７８候
、

こ
の
史
料
は
、
天
明
三
年
に
浜
田
藩
が
真
宗
の
僧
侶
が
寺
院
で
な
く
在
家
（
俗

家
）
で
法
談
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
触
れ
を
出
し
た
際
に
、
浄
泉
寺
仰
誓
が
そ

の
撤
回
を
求
め
て
代
官
に
提
出
し
た
書
付
で
あ
る
。
途
中
、
風
来
の
旅
僧
の
教
え

に
よ
り
、
若
い
女
性
が
俄
か
に
剃
髪
し
家
業
を
う
ち
捨
て
遠
方
を
ま
わ
る
な
ど
の

異
様
の
風
俗
が
出
来
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
円
空
の
事
件
を
指
す
の
で
あ
ろ

う
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
事
件
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
旅
僧
を
規
制

す
る
と
と
も
に
、
毎
月
行
う
小
寄
な
ど
を
含
む
講
に
お
け
る
僧
侶
の
法
談
を
認
め

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
法
談
に
招
か
れ
る

僧
侶
は
、「
所
々
ノ
寺
院
」
も
含
む
の
で
、
必
ず
し
も
檀
那
寺
か
ら
と
は
限
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
地
域
に
存
在
す
る
真
宗
寺
院
と
講
中
の
組
織
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
、

寺
檀
関
係
に
基
づ
く
教
化
の
限
界
を
乗
り
越
え
て
、
旅
僧
の
影
響
を
排
除
し
よ
う

と
す
る
志
向
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
教
化
の
あ
り
方
の
展

開
は
、
地
域
社
会
に
大
き
な
波
紋
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
＊
７９た
。

お
わ
り
に

教
団
に
よ
り
円
空
の
教
え
が
「
邪
義
」
と
判
定
さ
れ
、
彼
自
身
も
処
罰
さ
れ
た

こ
と
は
、
異
端
を
取
り
締
ま
る
教
権
の
力
の
強
さ
を
確
か
に
示
し
て
い
る
。
し
か

し
、
円
空
の
教
義
や
事
件
の
経
緯
を
検
討
し
て
み
て
気
づ
く
こ
と
は
、
教
権
の
強

さ
と
同
時
に
そ
の
限
界
で
あ
っ
た
。

学
林
に
お
い
て
整
備
さ
れ
た
真
宗
の
教
学
は
、
仏
教
諸
宗
派
の
共
存
と
い
う
政

治
的
に
設
定
さ
れ
た
枠
組
み
の
下
、
真
宗
の
教
え
に
そ
な
わ
る
仏
教
と
し
て
の
普

遍
性
の
確
認
と
、
仏
教
に
お
け
る
真
宗
の
独
自
性
の
追
求
と
い
う
、
時
に
矛
盾
す

る
課
題
を
負
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
課
題
の
追
求
が
必
要
で
あ
っ
た
の
は
、
諸
宗

派
の
共
存
と
い
う
条
件
と
と
も
に
、
様
々
な
教
え
や
知
識
に
触
れ
る
可
能
性
の
あ

る
真
宗
門
徒
の
存
在
を
前
提
に
し
て
、
他
宗
派
に
対
す
る
真
宗
教
学
の
優
位
性
と

教
団
の
自
律
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。し

か
し
、
時
に
相
矛
盾
す
る
課
題
を
追
求
し
て
整
備
さ
れ
る
教
学
は
、
そ
の
正

統
性
が
あ
く
ま
で
宗
派
内
部
に
限
定
さ
れ
た
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
＊
８０情

も
あ
っ
て
、
解
釈
上
の
多
義
性
を
十
分
に
統
御
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て

い
た
。
円
空
が
能
化
法
霖
の
教
学
を
根
拠
に
し
て
自
説
を
正
当
化
し
た
こ
と
や
、

智
暹
が
明
和
の
法
論
に
お
い
て
法
霖
の
教
学
を
正
定
と
滅
度
の
一
益
を
説
く
も
の

で
あ
る
と
批
判
し
た
こ
＊
８１と
は
そ
の
表
れ
で
あ
る
。

一
方
、
教
団
は
門
徒
に
対
す
る
教
化
の
面
で
も
、
十
分
な
統
御
が
で
き
な
い
状

況
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
近
世
に
流
行
し
た
伊
勢
神
宮
な
ど
の
諸

寺
社
へ
の
参
詣
に
対
抗
す
る
と
い
う
思
惑
も
あ
り
、
教
団
は
本
山
へ
の
参
詣
や
親

鸞
の
旧
跡
巡
拝
な
ど
を
推
奨
し
て
い
＊
８２た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
参
加
し
た
門
徒
た
ち

と
、
円
空
の
よ
う
な
旅
僧
が
結
び
つ
き
を
深
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
円
空

ら
の
探
索
に
は
、
同
じ
く
旅
僧
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
空

観
ら
の
活
動
に
、
教
団
は
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
旅
僧
自
体
の
存

在
を
否
定
で
き
な
い
中
、
彼
ら
が
各
地
で
法
談
を
行
う
こ
と
が
頻
繁
に
問
題
に
な

る
な
ど
、
講
中
を
組
織
し
た
門
徒
た
ち
と
旅
僧
と
の
接
触
も
断
ち
切
る
こ
と
が
難

し
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
教
団
に
よ
る
教
化
の
条
件
と
そ
の
限
界
が
、
円
空
の
よ
う
な
僧
侶

身
分
の
周
縁
に
位
置
す
る
旅
僧
と
、
門
徒
ら
が
寺
檀
関
係
の
枠
を
こ
え
て
組
織
し

た
講
中
と
の
結
び
つ
き
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
宗
教
的
異

端
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、「
周
縁
身
分
」
と
地
域
社
会
と
の
交
流
へ
の

着
目
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
＊
８３る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
い

わ
ば
周
縁
的
存
在
ど
う
し
の
結
び
つ
き
が
、
円
空
の
異
義
を
媒
介
に
し
て
、
異
端

的
社
会
結
合
に
転
化
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
在
家
の
同
行
組
織

は
、
円
空
の
教
化
に
よ
る
こ
と
で
、
教
団
組
織
に
対
抗
的
な
存
在
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

円
空
が
正
統
な
教
学
か
ら
外
れ
た
教
義
を
形
成
し
て
い
た
点
、
教
団
に
属
す
る

僧
侶
に
よ
る
教
化
を
無
意
味
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
間
違
い

な
く
彼
の
教
え
は
教
団
に
と
っ
て
異
端
的
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
円
空
の
教
え

に
よ
っ
て
、
俗
人
で
あ
り
な
が
ら
布
教
に
従
事
す
る
者
た
ち
や
、
現
世
に
お
い
て

成
仏
し
た
と
さ
れ
る
人
々
が
出
現
す
る
こ
と
は
、
王
法
為
本
の
原
則
の
相
対
化
に

繋
が
る
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
宗
教
者
と
俗
人
の
身
分
的
区
別
を
解
体
す
る
と
と
も
に
、
来
世
に

お
け
る
成
仏
を
前
提
に
現
世
に
お
け
る
王
法
（
世
俗
の
政
治
的
秩
序
）
の
遵
守
を

説
く
教
学
を
否
定
し
、
現
世
に
お
い
て
王
法
に
優
位
す
る
宗
教
的
秩
序
を
志
向
す

る
集
団
が
出
現
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
円
空
の
教
え
を
通
じ
て

形
成
さ
れ
る
社
会
結
合
は
、
教
団
に
と
っ
て
だ
け
な
く
、
体
制
的
に
も
異
端
で
あ
っ

た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

＊
本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究
Ｂ
）「
中
山
間
地
に
お
け
る
地
域

形
成
と
そ
の
歴
史
的
特
性
に
関
す
る
総
合
研
究
」（
二
〇
〇
二
年
度
〜
二
〇
〇
五

年
度
、
代
表
・
竹
永
三
男
、
課
題
番
号
一
四
三
一
〇
一
六
〇
）
の
成
果
の
一
部

で
あ
る
。

（
キ
ー
ワ
ー
ド
）
日
本
近
世

浄
土
真
宗

異
義

周
縁

石
見

（
註
）

＊
１

外
題
は
『
長
州
記
』。
龍
谷
大
学
附
属
図
書
館
蔵
、
請
求
記
号
は
異
執
部
一

六
・
一
。
仰
誓
と
僊
渓
に
よ
る
筆
記
で
あ
る
が
、
原
本
で
は
な
く
、
文
化

十
五
年
の
写
本
で
あ
る
。

＊
２

玄
智
『
浄
土
真
宗
教
典
志
』（
安
永
九
年
）
に
よ
れ
ば
、『
草
庵
後
世
物
語
』

と
い
う
著
書
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
確
認
で
き
な
い
。

＊
３

本
願
寺
史
料
研
究
所
蔵
。

旅
僧
と
異
端
信
仰

一
六

社
会
文
化
論
集

第
三
号

二
〇
〇
六
年
十
二
月

一
七



＊
４
『
真
宗
学
史
』（
六
條
学
報
社
、
一
九
二
〇
年
）
第
二
編
第
六
章
「
能
化
時

代
の
異
安
心
」
の
第
二
節
「
一
如
義
」
を
参
照
。

＊
５
『
真
宗
異
義
異
安
心
の
研
究
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
〇
年
）
を
参
照
。

＊
６
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
は
玄
智
に
よ
る
本
願
寺
の
通
史
で
、
引
用
箇
所
は
天

明
四
年
の
記
事
。『
真
宗
全
書
』（
六
八
、
蔵
経
書
院
、
一
九
一
四
年
）
に

所
収
。

＊
７

僧
侶
で
な
く
、
在
家
の
信
者
（
同
行
）
を
も
教
え
の
導
き
手
（
善
知
識
）

と
み
な
す
思
想
の
こ
と
。
近
世
の
本
願
寺
教
団
で
は
、
善
知
識
は
僧
侶
に

限
定
さ
れ
て
い
た
。

＊
８
「『
妙
好
人
伝
』
と
そ
の
作
者
た
ち
」（『
妙
好
人
伝
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、

一
九
八
七
年
、
初
出
は
一
九
六
四
年
）
を
参
照
。

＊
９
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』（
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
）
を
参
照
。

＊
１０
「
近
世
真
宗
異
義
の
歴
史
的
性
格
」（
橋
本
博
士
退
官
記
念
『
仏
教
研
究
論

集
』
清
文
堂
、
一
九
七
五
年
）
を
参
照
。
但
し
、
大
桑
は
弥
陀
と
の
一
体

を
説
く
教
え
が
民
衆
的
基
盤
を
持
ち
、
民
衆
の
主
体
性
の
根
拠
と
な
っ
た

と
す
る
（「
民
衆
信
仰
と
真
宗
異
義
」『
歴
史
公
論
』
特
集
江
戸
時
代
の
民

間
信
仰
、
雄
山
閣
、
一
九
七
二
年
八
月
）。
本
稿
で
は
む
し
ろ
、
こ
の
教
え

が
民
衆
の
社
会
的
結
合
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
方
向
付
け
て
い
た
の
か

と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
る
。

＊
１１

Ⅲ
型
の
地
獄
秘
事
と
は
、
人
間
の
救
済
可
能
性
を
徹
底
的
に
否
定
し
つ
つ
、

そ
う
し
た
機
こ
そ
が
信
の
獲
得
後
は
仏
と
な
る
と
す
る
タ
イ
プ
の
異
義
で

あ
る
。

＊
１２

大
桑
斉
「
諸
教
一
致
論
の
形
成
と
展
開
」（『
日
本
近
世
の
思
想
と
仏
教
』

法
蔵
館
、
一
九
八
九
年
、
初
出
は
一
九
八
一
年
）
を
参
照
。

＊
１３
『
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
』
に
よ
る
（
本
願
寺
史
料
研
究
所
蔵
、
以
下
同
じ
）。

＊
１４
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
１５

同
前
。

＊
１６

同
前
。

＊
１７

改
悔
文
あ
る
い
は
領
解
文
が
蓮
如
の
自
作
で
は
な
く
、
江
戸
中
期
ご
ろ
に

蓮
如
に
託
し
創
作
さ
れ
た
信
仰
告
白
文
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
禿
氏

祐
祥
「
領
解
文
成
立
考
」（『
蓮
如
上
人
研
究
』
龍
谷
大
学
、
一
九
四
八
年
）

な
ど
を
参
照
。

＊
１８

宝
暦
四
年
執
筆
、
明
和
六
年
刊
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
・
蔵
真
二
八
七

を
参
照
。

＊
１９

宝
暦
六
年
成
立
、
大
谷
大
学
附
属
図
書
館
・
宗
大
二
六
二
四
を
参
照
。

＊
２０

前
掲
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
を
参
照
。

＊
２１
『
続
紫
朱
弁
』
上
巻
、
四
一
丁
ウ
を
参
照
。

＊
２２
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
２３
『
真
宗
紫
朱
弁
』
一
巻
、
二
〇
オ
を
参
照
。

＊
２４
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
２５

同
前
。
次
章
を
参
照
。

＊
２６

同
前
。

＊
２７

第
二
章
に
後
掲
の
史
料
一
の
①
を
参
照
。

＊
２８

例
え
ば
、
信
奉
者
た
ち
が
な
か
な
か
本
心
を
明
か
さ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

異
義
を
取
り
締
ま
っ
た
僧
侶
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
コ
ヽ
ニ
於
テ

其
言
ニ
改
悔
文
ニ
異
ル
ト
コ
ロ
ヲ
咎
メ
テ
地
獄
ヘ
落
ル
カ
難
有
ト
ハ
何
ト

云
コ
ト
ソ
ト
尋
問
ス
レ
ハ
、
忽
チ
ニ
色
ヲ
カ
ヘ
テ
改
悔
文
ノ
マ
ヽ
ヲ
述
テ

ス
マ
ス
ナ
レ
ト
モ
、
初
ノ
出
言
ヲ
以
テ
窮
逐
シ
テ
ソ
ノ
勧
メ
タ
寺
ヲ
モ
問

詰
テ
ユ
ケ
ハ
、
イ
ヤ
是
レ
ハ
全
ク
私
ト
モ
ノ
聞
誤
リ
テ
御
座
リ
マ
ス
、
一

向
左
様
ニ
御
勧
メ
ナ
サ
ル
ヽ
御
寺
方
ハ
御
座
リ
マ
セ
ヌ
ト
云
抜
テ
決
シ
テ

ソ
ノ
実
ヲ
ハ
心
中
ニ
秘
シ
知
セ
ヌ
ナ
リ
、」（
善
正
寺
鐘
道
『
奧
山
県
秘
事

弁
破
録
』、
文
化
九
年
成
立
、
加
計
町
史
資
料
編
Ⅱ
、
二
〇
〇
二
年
九
月
）

＊
２９

後
掲
史
料
一
の
⑩
と
⑤
を
参
照
。

＊
３０
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
３１
『
長
州
記
』
記
載
の
石
見
の
末
寺
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
円
空
は
蓮
如

『
御
文
章
』
で
は
な
く
、
親
鸞
『
末
燈
鈔
』
を
同
行
と
と
も
に
会
読
し
て
い

た
と
い
う
。「
正
定
聚
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
が
載

る
『
末
燈
鈔
』
は
、
正
定
と
滅
度
を
一
益
と
す
る
説
の
根
拠
と
な
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。

＊
３２
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
３３

例
え
ば
、
大
原
性
実
「
日
渓
法
霖
の
宗
学
」（『
顕
真
学
報
』
二
、
一
九
三

〇
年
）
を
参
照
。
大
原
は
、
法
霖
が
聖
道
門
と
浄
土
門
の
融
即
を
説
い
た

結
果
、
指
方
立
相
を
方
便
と
し
往
生
を
も
っ
て
成
仏
の
階
梯
と
み
な
す
立

場
に
い
た
っ
た
と
し
て
い
る
。

＊
３４
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
３５

上
巻
三
オ
。
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
経
書
院
文
庫
本
（
元
文
四
年
刊
、

全
三
冊
）
を
参
照
。
請
求
記
号
は
日
蔵
・
未
刊
・
六
九
〇
。

＊
３６

平
田
厚
志
に
よ
れ
ば
、
法
霖
自
体
は
現
実
の
民
衆
に
「
人
道
の
心
」
や
「
仏

心
」
を
認
め
ず
、
他
力
の
教
え
に
よ
っ
て
こ
そ
有
効
に
教
化
で
き
る
と
し

て
い
た
（「
法
霖
教
学
の
思
想
史
的
意
義
」『
真
宗
研
究
』
二
七
、
一
九
八

三
年
）。

＊
３７
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
３８

こ
の
よ
う
な
策
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
離
檀
が
困

難
で
新
教
団
を
設
立
で
き
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

＊
３９
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
４０

同
前
。

＊
４１

近
世
社
会
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
志
向
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近

世
に
お
け
る
『
心
の
言
説
』」（『
江
戸
の
思
想
』
六
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九

九
七
年
）
を
参
照
。
円
空
の
教
え
は
、
心
の
言
説
の
中
で
も
、
心
法
を
否

定
し
計
ら
い
を
去
り
信
心
を
獲
得
す
る
こ
と
を
求
め
る
系
譜
に
属
す
る
。

＊
４２
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
４３
『
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
』（
本
願
寺
史
料
研
究
所
蔵
）
を
参
照
。

＊
４４
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
４５

同
前
。

＊
４６
『
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
』
を
参
照
。

＊
４７
『
学
黌
万
検
雑
牘
』（『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
史
料
編
１
、
龍
谷
大
学
、

一
九
八
七
年
）
を
参
照
。

＊
４８
『
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
』、
宝
暦
十
三
年
三
月
二
十
三
日
付
、
五
人
か
ら

浜
田
の
真
光
寺
・
光
西
寺
宛
て
の
書
状
を
参
照
。

＊
４９
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
５０

旅
の
宗
教
者
の
間
で
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
小
島
卓
「
野
田
泉
光
院
の
回
国
と
近
世
社
会
」（『
史
泉
』
八

四
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
を
参
照
。

＊
５１
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
５２

同
前
。

旅
僧
と
異
端
信
仰
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＊
５３

誤
記
か
。
該
当
の
村
を
確
認
で
き
な
い
。

＊
５４

前
掲
『
奥
山
県
秘
事
弁
破
録
』
を
参
照
。

＊
５５
『
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
』
に
あ
る
宝
暦
十
二
年
四
月
二
日
付
の
石
州
稲
用

浄
土
寺
宛
て
の
書
状
に
よ
る
。

＊
５６
『
奥
山
県
秘
事
弁
破
録
』
を
参
照
。

＊
５７

本
節
に
お
け
る
こ
こ
ま
で
の
記
述
は
、『
長
州
記
』
記
載
の
合
妙
と
妙
信
の

供
述
書
に
基
づ
く
。

＊
５８

前
掲
史
料
一
の
⑥
を
参
照
。

＊
５９
『
長
州
記
』
を
参
照
。

＊
６０
「
近
世
真
宗
遺
跡
巡
拝
の
性
格
」（『
論
集
日
本
仏
教
史
』
七
、
渓
水
社
、
一

九
八
六
年
）
を
参
照
。

＊
６１

同
前
。

＊
６２

同
前
。

＊
６３

沖
野
清
治
「
近
世
浄
土
真
宗
に
お
け
る
講
中
の
成
立
と
「
ケ
キ
ョ
ウ
」
制

－

安
芸
国
芸
北
地
方
を
中
心
と
し
て－

」（
柴
田
一
先
生
退
官
記
念
事
業
会

『
日
本
史
論
叢
』、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。

＊
６４

同
前
。

＊
６５

児
玉
識
「
西
中
国
地
方
に
お
け
る
真
宗
的
特
質
に
つ
い
て
の
考
察
」（『
論

集
日
本
仏
教
史
』
七
、
雄
山
閣
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。
な
お
、
講
中

あ
る
い
は
小
寄
講
に
つ
い
て
は
、『
近
世
真
宗
と
地
域
社
会
』（
法
蔵
館
、

二
〇
〇
五
年
）
な
ど
、
児
玉
の
著
書
に
詳
し
い
。

＊
６６

喜
多
村
正
「
石
見
山
間
地
域
の
ム
ラ
と
村
落
組
織
―
―
旭
町
・
瑞
穂
町
市

木
の
コ
ウ
ジ
ュ
ウ
」（『
社
会
文
化
論
集
』
一
、
島
根
大
学
法
文
学
部
、
二

〇
〇
四
年
）
な
ど
を
参
照
。

＊
６７

前
掲
の
児
玉
や
沖
野
ら
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
安
芸
や
石
見
の
地
域
で
は
、

寺
檀
関
係
が
村
を
こ
え
て
広
域
に
展
開
し
て
い
た
た
め
に
、
寺
檀
関
係
に

な
い
村
内
の
寺
院
が
門
徒
を
預
か
り
面
倒
を
見
る
ケ
キ
ョ
ウ
制
が
成
立
し

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
村
内
の
講
中
も
檀
那
寺
を
異
に
す
る
門
徒
た
ち

が
地
縁
的
に
結
び
つ
く
こ
と
で
結
成
さ
れ
て
い
た
。

＊
６８
『
長
州
記
』
を
参
照
。
但
し
病
気
の
た
め
に
引
き
続
き
本
願
寺
寺
内
町
に
預

け
た
。

＊
６９
『
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
』
を
参
照
。

＊
７０
『
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
』、
及
び
長
州
藩
側
の
記
録
で
あ
る
『
諸
事
小
々

控
』（
宝
暦
十
一
年
、
山
口
県
公
文
書
館
毛
利
家
文
庫
三
一
・
一
三
）
も
参

照
。

＊
７１
『
長
州
記
』
を
参
照
。『
奥
山
県
秘
事
弁
破
録
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
に
帰
っ

た
合
妙
が
円
空
の
教
え
を
再
び
広
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
異

義
は
幕
末
ま
で
安
芸
北
部
に
は
残
っ
た
。

＊
７２

宝
暦
十
年
十
二
月
二
十
五
日
付
、
石
州
浜
田
真
光
寺
、
同
津
和
野
妙
寿
寺
、

同
佐
波
浄
土
寺
宛
て
書
状
（『
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
』）
を
参
照
。

＊
７３

正
月
十
四
日
付
、
石
見
国
内
陣
衆
ほ
か
宛
て
の
書
状
（『
諸
国
所
々
江
遣
書

状
留
』）
を
参
照
。

＊
７４

八
月
二
日
付
、
石
州
浜
田
真
光
寺
・
光
西
寺
、
津
和
野
妙
寿
寺
、
佐
波
浄

土
寺
宛
て
書
状
（『
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
』）
を
参
照
。

＊
７５

十
二
月
十
一
日
付
、
仏
護
寺
宛
て
書
状
（『
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
』）
を

参
照
。

＊
７６

五
月
十
一
日
付
、
浄
泉
寺
・
末
寺
中
・
門
徒
中
宛
、
及
び
伊
賀
国
安
部
郡

上
野
明
覚
寺
門
徒
衆
中
・
伊
賀
燈
明
講
衆
中
宛
の
書
状
（『
諸
国
所
々
江
遣

書
状
留
』）
を
参
照
。

＊
７７

三
月
十
五
日
付
、
常
陸
国
下
総
国
御
末
寺
中
、
御
門
徒
中
宛
て
書
状
（『
諸

国
所
々
江
遣
書
状
留
』）
を
参
照
。

＊
７８
「
天
明
三
癸
卯
浜
田
領
俗
家
法
談
差
留
一
件
」
（
島
根
県
邑
智
町
・
尾
原

家
文
書
、
旧
島
根
県
史
資
料
近
世
筆
写
編
、
島
根
県
立
図
書
館
蔵
）
を
参

照
。

＊
７９

一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
中
国
地
方
で
は
、
真
宗
僧
侶
に
よ
る
在
家
法
談
が

問
題
と
な
っ
た
紛
争
が
頻
発
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
紛
争
に
関
す
る
考
察

に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

＊
８０

異
義
者
と
さ
れ
た
者
た
ち
が
改
派
を
試
み
る
可
能
性
や
、
神
道
説
に
衣
替

え
し
て
公
認
さ
れ
る
こ
と
を
試
み
た
事
例
な
ど
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

後
者
の
事
例
と
し
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
近
世
に
お
け
る
『
心
の
言
説
』」
で

取
り
上
げ
た
井
上
正
鉄
が
、
秘
事
法
門
の
教
え
を
神
道
説
に
転
換
し
て
白

川
家
に
接
近
し
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
ら
れ
る
。

＊
８１

明
和
の
法
論
に
つ
い
て
は
、『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
通
史
編
上
巻

（
龍
谷
大
学
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

＊
８２

例
え
ば
、『
妙
好
人
伝
』
初
編
に
は
、
伊
勢
神
宮
へ
の
参
詣
を
名
目
に
す
る

こ
と
を
や
め
、
本
山
へ
の
参
詣
を
届
け
出
て
上
京
す
る
こ
と
に
し
た
「
石

州
源
三
郎
」
の
事
例
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
（
日
本
思
想
大
系
『
近
世
仏
教

の
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）。

＊
８３

こ
う
し
た
論
点
に
つ
い
て
は
、
小
野
将
「
身
分
制
社
会
論
と
い
う
視
角
」

（『
歴
史
評
論
』
五
六
四
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

旅
僧
と
異
端
信
仰
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